
 

金
光
教
礼
典
資
料 

 

祭
式
教
本 

 

副
読
本
（
か
み
ゆ
版
） 

 



白
紙



 

本
資
料
は
、
私
が
金
光
教
学
院
で
祭
式
の
講
師
を
し
て
い
た
際
、

そ
の
経
験
や
研
究
を
も
と
に
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
資
料
作
成
に
は
、
私
が
学
院
生
の
時
の
テ
キ
ス
ト
、
職
員
時

代
に
発
行
し
た
「
礼
典
」
を
参
考
に
、
一
か
ら
執
筆
を
進
め
た
。 

こ
の
資
料
は
、
平
成
十
年
の
金
光
教
教
規
改
正
に
よ
り
、
祭
典
、

儀
式
の
定
義
、
種
類
、
名
称
が
改
訂
さ
れ
た
こ
と
と
、
平
成
五
年
四

月
十
日
以
来
、
会
堂
で
の
祭
典
も
椅
子
を
用
い
た
作
礼
と
な
り
、
そ

れ
を
機
に
、
各
地
で
の
祭
典
へ
も
、
椅
子
の
作
法
が
普
及
し
は
じ
め

た
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
作
法
の
不
統
一
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

よ
っ
て
、
改
め
る
べ
き
は
改
め
る
こ
と
と
し
、
全
教
の
教
会
に
お
け

る
実
情
に
鑑
み
て
、
取
り
入
れ
る
べ
き
は
取
り
入
れ
る
こ
と
と
し
た
。 

 

具
体
的
に
は
、
第
三
部
「
行
事
作
法
」
の 

十
二
「
立
礼
の
お
け

る
作
法
・
椅
子
を
使
っ
た
作
法
」
を
、
昭
和
三
十
四
年
現
祭
場
で
の

祭
典
が
執
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、
全
教
の
教
師
に
普
及
さ

れ
て
い
た
立
礼
（
椅
子
を
用
い
た
立
礼
）
を
基
準
に
、
椅
子
を
用
い

た
作
法
を
新
た
に
ま
と
め
た
。
ま
た
第
四
部
の
「
儀
式
の
種
類
と
祭

員
の
配
役
」
を
現
行
教
規
に
則
っ
た
。 

 

な
お
、
作
成
に
あ
た
っ
て
本
部
教
庁
発
行
の
『
祭
式
教
本
』（
昭
和

五
十
七
年
）
、『
祭
式
教
本 

追
録
（
椅
子
礼
）』（
平
成
十
四
年
）、『
調

饌
テ
キ
ス
ト
』（
昭
和
五
十
二
年
）、『
今
月
今
日 

金
光
教
信
奉
者
必

携
』
（
平
成
十
二
年
）
を
参
考
に
さ
せ
て
頂
い
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

金
光
教
三
石
教
会 

川
上
幸
生
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第
一
部 

祭
典
奉
仕
の
心
構
え 

一 

教
会
と
祭
典(

『
今
月
今
日 

金
光
教
信
奉
者
必
携
』
よ
り) 

１ 

教
会
と
は 

教
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
あ
っ
て
、
生
神
金
光
大
神
取
次
の
内
容
で
あ
る
、
結
界
取
次
と
各
種
活
動
に
よ
っ
て
、「
神
と

人
と
あ
い
よ
か
け
よ
で
立
ち
行
く
あ
り
方
を
世
界
に
現
す
」
と
の
天
地
金
乃
神
様
の
願
い
を
実
現
し
て
い
く
拠
点
で
あ
る
。
結
界

取
次
に
よ
っ
て
、
参
っ
て
く
る
人
々
の
願
い
や
お
礼
を
神
様
に
取
り
次
ぐ
と
と
も
に
、
信
心
に
よ
る
生
き
方
を
教
え
伝
え
て
い
く

け
い
こ
場
所
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
金
光
教
を
世
に
伝
え
、
人
を
助
け
て
い
く
拠
点
で
も
あ
る
。 

教
会
で
は
、
取
次
を
は
じ
め
、
日
々
の
勢
祈
念
、
月
例
祭
・
大
祭
な
ど
の
儀
式
を
行
い
、
信
奉
者
の
育
成
や
本
教
を
社
会
に
知

ら
せ
る
た
め
に
、
各
種
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

２ 

祭
典
と
は 

祭
典
は
、
取
次
を
形
に
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
個
々
人
の
お
礼
や
お
願
い
を
祭
主
が
祭
詞
を
も
っ
て
神
様
に
取
り
次
ぐ
こ
と
を

中
心
と
し
た
儀
式
を
は
じ
め
、
儀
式
の
あ
と
に
行
わ
れ
る
教
話
な
ど
を
総
称
し
て
祭
典
と
言
う
。 

祭
典
は
、
神
と
人
と
の
本
来
の
か
か
わ
り
を
、
あ
ら
た
め
て
確
か
め
る
も
の
で
あ
り
、
信
心
を
進
め
る
私
た
ち
に
と
っ
て
欠
か

す
こ
と
の
で
き
な
い
大
切
な
も
の
で
あ
る
。 

祭
典
で
は
、
信
心
す
る
者
同
士
が
一
堂
に
会
し
、
こ
の
道
に
ご
縁
を
頂
き
、
こ
こ
ま
で
お
か
げ
を
受
け
て
き
て
い
る
こ
と
を
喜

び
合
い
、
と
も
に
神
様
へ
お
礼
の
気
持
ち
を
現
す
。
さ
ら
に
、
ご
神
願
を
担
う
私
た
ち
と
し
て
、
世
界
の
平
和
と
人
々
の
助
か
り

を
願
っ
て
い
く
。 

 
 
 

３ 

教
会
活
動
と
し
て
の
祭
典 

祭
典
は
、
定
め
ら
れ
た
日
時
に
執
り
行
わ
れ
る
の
で
、
都
合
を
つ
け
て
お
参
り
す
る
と
と
も
に
、
一
人
で
も
多
く
の
人
が
お
参

り
で
き
る
よ
う
誘
い
合
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。 

日
ご
ろ
、
神
様
に
心
を
向
け
て
生
活
を
進
め
て
い
る
私
た
ち
で
あ
る
が
、
祭
典
日
に
は
、
あ
ら
た
め
て
神
様
を
中
心
に
し
た
生

活
を
め
ざ
し
、
参
拝
の
お
繰
り
合
わ
せ
を
願
う
。
ま
た
、
祭
典
の
事
前
の
準
備
も
、
神
様
の
ご
用
と
し
て
積
極
的
に
参
加
し
、
あ
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り
が
た
い
気
持
ち
で
祭
典
日
を
迎
え
た
い
。
参
拝
で
き
た
と
き
に
は
、
そ
の
こ
と
を
ま
ず
喜
び
、
神
様
に
お
礼
申
し
上
げ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
た
、
儀
式
の
な
か
で
は
、
祭
詞
、
神
様
へ
の
真
心
を
現
す
お
供
え
物
、
神
様
へ
わ
が
心
を
向
け
て
の
玉
串
、
ま
た
、
参
拝
者

が
一
体
と
な
っ
て
の
拝
詞
の
唱
和
な
ど
、
そ
れ
ら
の
一
つ
ひ
と
つ
に
実
意
を
つ
く
し
、
今
あ
る
い
の
ち
へ
の
喜
び
と
、
神
様
へ
の

感
謝
、
そ
し
て
不
行
き
届
き
の
お
わ
び
や
祈
願
を
こ
め
、
姿
勢
を
正
し
て
仕
え
る
。 

儀
式
は
、
主
に
教
師
が
祭
服
を
着
用
し
て
奉
仕
す
る
が
、
信
奉
者
も
ま
た
、
調
饌
や
、
典
楽
、
コ
ー
ラ
ス
、
そ
の
ほ
か
儀
式
の

補
助
な
ど
、
神
様
へ
の
真
心
の
奉
仕
を
、
と
も
に
仕
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。 

 

二 

祭
り
の
歴
史 

１ 

教
祖
ご
在
世
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

毎
年
の
九
日
十
日
（
陰
暦
）
は
金
光
大
神
、
二
十
一
日
二
十
二
日
（
陰
暦
）
は
天
地
金
乃
神
の
「
ご
縁
日
」
と
さ
れ
、
と
く
に

九
月
二
十
二
日
（
陰
暦
）
は
「
年
に
一
度
の
祭
り
」
と
し
て
大
切
に
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
祭
り
は
元
治
元
年
か
ら
始
ま
り
（『
金

光
教
教
典
』
お
知
ら
せ
事
覚
帳
八
‐
４
）、
提
灯
が
下
げ
ら
れ
た
り
幟
が
立
て
ら
れ
る
な
ど
し
だ
い
に
賑
や
か
に
な
る
が
、
明
治

六
年
以
降
は
政
治
的
圧
迫
に
よ
り
自
重
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。 

こ
の
日
に
は
遠
近
か
ら
大
勢
の
参
拝
者
が
あ
っ
た
（「
広
前
歳
書
帳
」
‐
教
祖
御
祈
念
帳
‐
）
が
、
祭
り
と
い
っ
て
も
、
当
時

は
何
ら
祭
典
ら
し
い
儀
式
が
行
わ
れ
た
様
子
は
な
い
。「
ご
縁
日
を
忘
れ
さ
え
せ
ね
ば
お
か
げ
が
あ
る
ぞ
。
忘
れ
た
ら
お
か
げ
は

な
し
。
親
の
恩
を
忘
れ
ぬ
た
め
の
法
事
の
よ
う
な
も
の
ぞ
。
何
事
に
も
恩
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
ぞ
」（『
金
光
教
教
典
』
理Ⅰ

市
１

‐
35
‐
２
）、
「
今
日
は
お
祭
り
日
で
あ
る
か
ら
、
し
っ
か
り
信
心
せ
よ
」(

同 

理Ⅱ

伍
慶
１
‐
１)

と
い
っ
た
ご
理
解
に
示
さ

れ
て
い
る
通
り
、
神
の
恩
に
対
し
て
、
改
め
て
感
謝
の
心
を
向
け
る
べ
き
日
で
あ
り
、
祭
典
の
形
式
よ
り
も
心
の
あ
り
よ
う
に
こ

そ
重
き
が
お
か
れ
て
い
た
。
教
祖
は
心
で
祭
り
を
仕
え
ら
れ
て
い
た
と
言
え
、
い
わ
ば
「
信
心
祭
り
」
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

２ 

教
祖
ご
帰
幽
（
教
祖
の
葬
儀
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

明
治
十
六
年
に
教
祖
が
ご
帰
幽
に
な
り
、
十
三
日
葬
儀
が
仕
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
「
一
教
の
教
祖
を
送
る
に
ふ
さ
わ
し
い
格
調
を
そ

な
え
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
と
も
か
く
も
、
金
光
大
神
の
弟
子
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
葬
儀
の
す
べ
て
が
営
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
が
、
せ
め
て
も
の
こ
と
で
あ
っ
た
」（『
金
光
大
神
』
509
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
が
本
教
の
祭
典
の
起
源
と
考
え
ら
れ
る
。 
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３ 

神
道
金
光
教
会
時
代 

教
団
組
織
化
の
願
い
の
中
、
明
治
十
八
年
か
ら
三
十
三
年
ま
で
は
、
神
道
金
光
教
会
と
し
て
布
教
に
当
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
間
、
本
教
は
、
神
道
関
係
の
儀
式
形
態
に
拘
束
さ
れ
た
祭
典
を
行
う
こ
と
に
な
る
。 

４ 

別
派
独
立
以
後 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

明
治
三
十
三
年
に
金
光
教
と
し
て
独
立
。
以
来
、
本
教
独
自
の
も
の
を
生
み
出
し
た
い
と
願
っ
て
、
神
道
の
儀
式
を
基
本
に
、

先
輩
諸
師
の
工
夫
と
努
力
が
続
け
ら
れ
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

祭
典
後
の
教
話
や
共
励
会
は
、
本
教
独
自
の
歴
史
を
持
つ
。
ま
た
大
麻
行
事
も
、
本
教
と
し
て
は
、
ご
無
礼
不
行
き
届
き
を
お

詫
び
し
、
改
ま
っ
た
心
で
祭
典
を
奉
仕
さ
せ
て
頂
く
た
め
の
行
事
と
と
ら
え
直
し
て
行
っ
た
。
そ
の
他
、
お
供
え
の
盛
り
物
も
形

を
整
え
、
装
束
を
は
じ
め
作
法
や
祭
具
に
い
た
る
ま
で
、
本
教
独
自
の
も
の
を
生
み
出
す
べ
く
努
力
を
続
け
た
。 

５ 

「
儀
式
服
制
等
審
議
会
」
の
設
置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教
団
と
し
て
昭
和
二
十
九
年
四
月
に
、
「
儀
式
服
制
等
審
議
会
」
を
設
置
し
た
。
長
年
に
わ
た
る
審
議
の
中
で
、
教
祖
の
願
わ

れ
る
祭
典
の
あ
り
方
が
真
剣
に
求
め
ら
れ
て
来
た
。
そ
し
て
、
教
祖
百
年
の
年
（
昭
和
五
十
八
年
）
に
、
儀
式
・
拝
詞
・
祭
服
の

制
定
な
ど
が
行
わ
れ
た
。 

 
 
 

６ 

平
成
の
祭
式
・
作
法
の
変
更 

平
成
五
年
四
月
、
大
祭
を
会
堂
で
も
執
行
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
関
係
上
、
神
前
霊
前
の
几
帳
が
撤
去
さ
れ
る
と
同
時
に
、

会
堂
で
の
祭
典
も
椅
子
を
用
い
た
作
礼
と
な
っ
た
。
そ
の
流
れ
を
受
け
て
、
全
国
各
教
会
で
も
椅
子
を
用
い
た
祭
典
が
広
ま
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
作
法
の
不
統
一
や
乱
れ
が
生
じ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
平
成
十
四
年
九
月
、
本
部
広
前

月
例
祭
の
椅
子
式
作
法
を
「
椅
子
礼
」
と
称
し
『
祭
式
教
本 

追
録
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
が
、
祭
場
で
の
祭
典
で
用
い
ら
れ

て
き
た
伝
統
的
な
「
椅
子
を
用
い
た
立
礼
」
と
の
整
合
性
が
乏
し
く
、
更
に
混
乱
を
招
く
に
至
っ
た
。（
章
を
改
め
、「
椅
子
を
用

い
た
立
礼
」
に
つ
い
は
詳
し
く
解
説
す
る
） 

ま
た
、
平
成
十
年
の
金
光
教
教
規
改
正
に
よ
り
、
祭
典
、
儀
式
の
定
義
、
種
類
、
名
称
が
改
訂
さ
れ
た
。 

 
 
 

７ 

平
成
二
十
年
の
『
祭
式
教
本
』『
調
饌
の
手
び
き
』
の
改
訂 

平
成
二
十
年
六
月
に
は
、
従
来
の
と
『
祭
式
教
本 

追
録
』
の
合
本
と
作
法
の
統
一
を
目
的
に
、
新
た
に
『
祭
式
教
本
』
が
改
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訂
さ
れ
、
十
二
月
に
は
従
来
の
『
調
饌
テ
キ
ス
ト
』
や
『
調
饌
の
手
引
き
』
を
基
本
に
、
現
在
、
本
部
広
前
で
の
調
饌
手
順
や

裁
ち
物
の
方
法
に
つ
い
て
ま
と
め
た
『
調
饌
の
手
び
き
』
が
発
行
さ
れ
た
。 

 

本
教
の
祭
り
は
、
心
を
込
め
て
奉
仕
し
、
そ
れ
が
形
に
あ
ら
わ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。 

今
後
と
も
不
断
の
努
力
が
続
き
、
教
祖
様
の
祭
り
の
あ
り
方
に
そ
っ
た
内
容
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
。 

 

三 

祭
典
奉
仕
の
心
得 

祭
典
を
奉
仕
さ
せ
て
頂
く
上
で
の
心
得
を
ま
と
め
て
み
る
。 

①
信
奉
者
み
ん
な
で
お
仕
え
さ
せ
て
頂
く
も
の
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 

つ
ま
り
、
教
師
も
信
徒
も
一
体
と
な
っ
て
、
共
に
神
の
氏
子
と
し
て
奉
仕
さ
せ
て
頂
く
の
で
あ
る
。
つ
い
、
お
祭
り
は
先
生
が

仕
え
ら
れ
る
も
の
で
、
信
徒
は
、
お
参
り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
考
え
に
な
り
が
ち
だ
が
、
こ
れ
は
、
た
い
へ
ん
な
心
得
違
い

で
あ
る
。
心
が
一
つ
に
そ
ろ
わ
な
い
お
祭
り
は
、
寂
し
い
。 

②
祭
典
は
、
無
言
の
教
導
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

金
光
教
の
祭
典
に
触
れ
た
だ
け
で
、
な
ん
と
金
光
様
は
あ
り
が
た
い
も
の
で
あ
る
な
あ
、
と
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
り

た
い
。
こ
の
お
道
の
生
き
方
が
肌
で
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
祭
典
に
な
る
た
め
に
は
、
心
を
込
め
て
お
仕
え
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

心
が
形
に
あ
ら
わ
れ
、
厳
粛
に
奉
仕
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そ
こ
で
、
「
心
と
形
（
作
法
）
は
、
車
の
両
輪
の
ご
と
し
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
い
く
ら
、
心
を
込
め
て
い
る
と
い
っ
て
も
、

形
が
整
っ
て
な
け
れ
ば
、
本
当
に
祭
典
を
奉
仕
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
無
駄
の
な
い
、
理
に
適
っ
た
作
法
を
身
に
つ
け
る
に

は
、
普
段
の
稽
古
が
大
切
で
あ
る
。 

 

教
師
だ
け
で
な
く
、
祭
典
に
参
拝
し
て
い
る
一
人
一
人
の
作
法
も
問
題
に
な
る
。
取
次
唱
詞
の
先
唱
者
や
、
玉
串
奉
奠
者
の
作

法
、
祭
典
の
補
助
者
や
楽
人
の
態
度
、
み
な
課
題
で
あ
る
。 

③
人
間
と
し
て
、
最
高
の
真
心
を
あ
ら
わ
す
の
が
祭
典
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自
分
は
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
神
様
に
は
、
最
高
の
も
の
を
も
っ
て
お
仕
え
さ
せ
て
頂
き
た
い
、
と
い
う
心
で
奉
仕
す
る
こ
と
で
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あ
る
。
ど
ん
な
に
手
間
ひ
ま
が
か
か
ろ
う
と
も
、
心
を
込
め
て
奉
仕
す
る
決
意
を
持
ち
、
あ
り
っ
た
け
の
真
心
で
奉
仕
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人
間
に
と
っ
て
、
都
合
の
よ
い
、
楽
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
理
由
が
先
に
立
つ
よ
う
で
は
な
ら
な
い
。
簡
単
で
よ
い
、
安
い
、

人
手
が
か
か
ら
な
い
、
短
時
間
で
出
来
る
な
ど
の
理
由
で
、
願
い
を
曲
げ
や
す
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
う
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
は

な
く
、
こ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
も
の
を
積
み
上
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

④ 

身
体
を
整
え
る
。 

ま
ず
飲
食
に
気
を
配
り
、
体
調
を
整
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
身
だ
し
な
み
を
整
え
、
清
潔
に
す
る
。
髪
を
整
え
、
爪
を
切

る
な
ど
に
も
心
が
け
る
。 

⑤ 

工
夫
し
て
取
り
組
む
。 

 
以
上
の
こ
と
が
、
徹
底
し
、
実
際
に
行
動
に
あ
ら
わ
れ
る
に
は
、
工
夫
と
努
力
が
い
る
。
し
か
し
、
み
ん
な
で
話
し
合
い
、
出

来
る
と
こ
ろ
か
ら
変
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

例
え
ば
、
祭
典
の
開
始
時
刻
に
人
が
そ
ろ
わ
な
い
こ
と
を
反
省
し
、
お
互
い
に
よ
び
か
け
あ
っ
た
り
、
祭
典
開
始
前
に
、
一
同

そ
ろ
っ
て
御
祈
念
を
し
て
か
ら
祭
典
を
始
め
る
、
と
い
う
工
夫
も
あ
る
。
ま
た
、
直
会
準
備
の
た
め
、
祭
典
に
参
拝
で
き
な
い
と

い
う
反
省
か
ら
、
教
話
が
終
了
す
る
ま
で
が
祭
典
と
確
認
し
あ
い
、
そ
の
間
は
炊
事
御
用
を
中
止
し
、
み
ん
な
広
前
に
詰
め
る
べ

く
、
作
業
時
間
と
内
容
を
変
更
す
る
工
夫
も
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
限
り
な
い
工
夫
の
心
が
、
す
ば
ら
し
い
祭
典
を
生
み
出
す
。 

 

四 

衣
紋
に
つ
い
て 

１ 

服
制
の
規
定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
教
の
祭
服
に
は
、
教
主
祭
服
（
男
子
服
、
女
子
服
）
と
教
師
祭
服
（
男
子
服
、
女
子
服
）
が
あ
り
、
祭
典
の
種
類
と
規
模
に

よ
り
、
第
一
種
服
、
第
二
種
服
、
第
三
種
服
、
葬
儀
服
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。（
教
令 

教
規
施
行
細
則 

第
五
条
） 

男
子
の
第
二
種
服
は
、
第
一
種
服
の
単
（
ひ
と
え
）
を
は
ず
し
た
形
で
あ
り
、
賛
者
等
が
着
用
し
て
い
る
も
の
を
指
す
。
第
三

種
服
は
、
教
話
な
ど
の
時
、
講
師
や
読
師
が
着
用
し
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

な
お
、
葬
儀
服
は
第
一
種
服
に
準
ず
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
地
方
の
実
情
に
よ
り
、
第
二
種
服
で
奉
仕
し
て
い
る
例
も
あ
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る
。
さ
ら
に
は
、
白
袴
を
着
用
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。 

各
教
師
祭
服
の
規
定
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。 

※ 

以
前
使
用
さ
れ
て
い
た
装
束
は
、
規
定
上
は
な
く
な
っ
た
が
、
当
分
の
間
は
着
用
し
て
よ
い
と
の
教
監
通
牒
（
五
七
監
第
八
六
号
）
が
出
た
こ
と
に
よ
り
、
現
在
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。 

２ 

更
衣
の
心
得 

祭
服
の
更
衣
は
、
身
体
を
清
潔
に
し
、
手
な
ど
を
洗
っ
て
、
足
袋
か
ら
始
め
る
。 

着
付
け
は
、
一
番
下
の
襦
袢

じ
ゅ
ば
ん

、
白
衣
か
ら
、
単
、
袴
、
上
衣
と
正
し
く
付
け
て
い
か
な
い
と
、
途
中
で
修
正
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
全
部
脱
い
で
や
り
直
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
下
か
ら
順
に
正
し
く
丁
寧
に
着
付
け
る
。 

更
衣
の
手
伝
い
の
御
用
に
当
る
更
衣
係
（
衣
紋
方

え

も

ん
が

た

）
は
、
ま
ず
、
準
備

品
を
そ
ろ
え
、
次
に
脱
い
だ
衣
類
を
片
づ
け
る
。
着
付
け
に
な
っ
た
ら
、

色
々
と
手
伝
い
を
さ
せ
て
頂
く
が
、
次
に
何
を
す
る
か
、
ど
の
よ
う
に
す

る
か
な
ど
に
つ
い
て
、
習
熟
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
研
修
の
機
会
が
あ

れ
ば
参
加
し
、
実
際
の
奉
仕
の
中
で
不
明
な
点
は
よ
く
た
ず
ね
て
、
疑
問

を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。 

仕
上
が
り
具
合
の
点
検
も
欠
か
さ
な
い
こ
と
。
襟
元

え
り
も
と

の
様
子
、
布
地
の

ね
じ
れ
、
裾
回
り
な
ど
に
注
意
を
払
う
。
早
め
に
更
衣
を
す
ま
せ
、
落
ち

着
い
て
祭
典
を
待
つ
よ
う
に
し
た
い
。
更
衣
が
す
ん
だ
祭
員
は
、
原
則
と

し
て
飲
食
や
喫
煙
は
し
な
い
。 

 

男
子
の
場
合
、
祭
帽
の
大
き
さ
を
調
節
し
て
お
く
。
ま
た
、
着
座
の

時
の
回
転
で
、
裾
が
め
く
れ
や
す
い
の
で
注
意
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

祭
典
終
了
後
、
汗
な
ど
で
衣
類
が
濡
れ
て
い
る
場
合
は
、
乾
燥
さ
せ
る
。

た
た
む
時
に
は
、
折
り
目
を
増
や
さ
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
。（
参
考
と
し

て
、
着
付
け
と
た
た
み
方
を
、
巻
末
に
記
す
。） 

教 師 祭 服 

 

葬
儀
服 

女 子 服 男 子 服  

第三種 

祭服 
第二種 

祭服 

第一種 

祭服 

第三種 

祭服 

第二種 

祭服 

第一種 

祭服 
種類 

構
成
、
様
式
等
は
、
第
一
種
服
に
準
ず
る 

 

格
衣 

袴 扇 上
衣 

袴 扇 上
衣 

袴 扇 祭
帽 

教
衣 

袴 笏 祭
帽 

上
衣 

袴 笏 祭
帽 

上
衣 

単 袴 笏 構
成 

有
色
、
紋
の
有
無
自
由 

女
性
袴
紫
無
紋 

桧
（
無
地
十
二
橋
） 

白
又
は
有
色
、
紋
の
有
無
自
由 

女
性
袴
紫
無
紋 

桧
（
無
地
十
二
橋
） 

白
有
紋 

女
性
袴
紫
無
紋 

桧
（
無
地
十
二
橋
） 

黒
有
紋 

黒
、
紋
の
有
無
自
由 

 
 
 
 
 

差
袴
藤
色
無
紋 

木
笏
（
櫟
の
類
） 

黒
有
紋 

白
又
は
有
色
、
紋
の
有
無
自
由 

差
袴
藤
色
無
紋 

 
 
 
 
 
 
 

木
笏
（
櫟
の
類
） 

黒
有
紋 

白
有
紋 

朱
菱
綾
有
紋
又
は
朱
無
紋 

差
袴
藤
色
無
紋 

木
笏
（
櫟
の
類
） 

様
式
等 
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五 

典
楽
、
吉
備
舞
に
つ
い
て 

１ 

典
楽
の
歴
史 

 
 

「
金
光
教
典
楽
」
は
、
本
教
の
祭
典
楽
と
し
て
発
達
し
た
。
祭
典
時
に
は
、
「
吉
備
楽
」
と
「
中
正
楽
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る

が
、
総
称
し
て
典
楽
と
呼
ん
で
い
る
。 

 

吉
備
楽
は
、
そ
の
名
の
通
り
吉
備
の
国
（
岡
山
）
に
生
ま
れ
た
。
岡
山
藩
は
、
文
化
の
奨
励
に
つ
と
め
た
の
で
、
雅
楽
が
隆
盛

で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
中
で
傑
出
し
た
岸
本
芳
秀

き
し
も
と
よ
し
ひ
で

が
明
治
の
初
め
に
創
始
し
た
の
が
吉
備
楽
で
、
こ
れ
は
、
雅
楽
を
よ
り
近
代

化
し
、
他
の
要
素
も
取
り
入
れ
る
と
と
も
に
、
よ
り
親
し
み
の
あ
る
も
の
に
と
願
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

吉
備
楽
は
、
家
庭
楽
、
余
興
楽
、
祭
典
楽
に
大
別
さ
れ
る
。
祭
典
楽
は
祭
事
に
合
わ
せ
て
演
奏
さ
れ
る
も
の
で
、
祭
典
に
応
じ

た
舞
も
奉
納
さ
れ
る
。 

本
教
の
祭
典
の
中
で
、
組
織
的
に
吉
備
楽
に
よ
る
奏
楽
奉
仕
が
な
さ
れ
る
兆
し
を
見
せ
る
の
は
、
明
治
二
十
三
年
十
月
の
教
祖

大
祭
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
の
四
月
、
本
部
参
拝
し
た
小
林
岩
松
（
豊
原
教
会
長
）
に
佐
藤
範
雄
（
芸
備
教
会
長
）
が
、「
何

と
、
こ
の
道
に
も
楽
が
あ
れ
ば
よ
い
が
の
う
。
楽
は
楽
で
も
、
吉
備
楽
の
楽
ぞ
」
と
言
わ
れ
、
小
林
は
「
や
り
手
が
な
け
れ
ば
、

私
が
や
ら
せ
て
頂
き
ま
す
」
と
い
う
こ
と
で
、
楽
人

が
く
じ
ん

（
典
楽
奉
仕
者
）
を
募
り
、
岸
本
芳
秀
門
下
を
頼
み
、
猛
練
習
を
続
け
て
、

初
め
て
の
奉
仕
が
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。 

本
教
に
本
格
的
に
吉
備
楽
が
広
ま
っ
た
の
は
、
尾
原
音
人

お
は
ら
お
と
ん
ど

か
ら
で
あ
る
。
尾
原
は
吉
備
楽
に
心
を
う
た
れ
、
直
ち
に
入
門
し
て

手
ほ
ど
き
を
受
け
、
ま
た
、
雅
楽
の
勉
強
も
進
め
た
。
明
治
三
十
四
年
、
尾
原
は
本
部
に
新
設
さ
れ
た
楽
部

が

く

ぶ

の
楽
長

が
く
ち
ょ
う

を
拝
命
し
、

こ
の
年
、
吉
備
楽
講
習
会
を
開
い
た
。
こ
れ
を
機
会
に
楽
に
よ
る
御
用
を
志
す
者
が
一
挙
に
増
加
し
た
。 

尾
原
は
、
大
正
三
年
に
、
金
光
教
の
祭
事
用
楽
譜
の
創
始
を
発
願
し
、
研
究
を
重
ね
て
、
本
教
独
自
の
中
正
楽
を
創
出
し
た
。 

さ
ら
に
、
二
代
楽
長
岡
田
音
吉

お
と
き
ち

も
作
曲
を
続
け
る
な
ど
、
道
の
先
輩
達
の
努
力
に
よ
り
、
本
教
の
典
楽
が
形
を
整
え
た
。
現
在

で
は
「
金
光
教
典
楽
会
」
が
組
織
さ
れ
て
い
る
。 

吉
備
舞
に
は
、
吉
備
楽
の
余
興
楽
の
流
れ
を
く
む
歴
史
舞
と
、
本
教
で
独
自
に
考
案
さ
れ
た
吉
備
舞
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
本

教
祭
典
の
中
で
は
、
舞
人

ま
い
じ
ん

（
吉
備
舞
奉
仕
者
）
は
舞
を
神
様
に
お
供
え
し
て
い
る
。 
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２ 

典
楽
奉
仕
の
心
得 

 

楽
人
、
舞
人
と
も
、
心
を
こ
め
て
奉
仕
さ
せ
て
頂
く
た
め
、
研
修
を
重
ね
て
い
る
。
祭
員
と
同
じ
よ
う
に
、
真
心
で
祭
典
を
奉
仕
さ

せ
て
頂
き
た
い
と
の
願
い
か
ら
、
祭
典
の
習
礼
（
練
習
）
の
段
階
で
も
、
楽
人
一
同
そ
ろ
っ
て
参
加
し
、
祭
典
奉
仕
に
の
ぞ
む
と
い
う

伝
統
が
生
ま
れ
て
来
た
。
ま
た
、
奏
楽
奉
仕
を
通
し
て
、
音
を
神
様
に
お
供
え
さ
せ
て
頂
く
の
だ
と
い
う
意
識
も
生
ま
れ
て
い
る
。 

 

典
楽
と
作
法
は
、
関
連
が
深
い
。
歩
行
の
呼
吸
と
楽
の
拍
子
は
同
一
で
あ
る
し
、
奉
幣
、
玉
串
な
ど
は
作
法
に
合
わ
せ
た
曲
の

構
成
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
捲
簾
行
事
の
よ
う
に
、
曲
の
始
ま
り
と
作
法
の
開
始
の
打
ち
合
わ
せ
が
必
要
な
場
合
も
あ
る
。
原

則
と
し
て
、
附つ

け
と
呼
ば
れ
る
所
か
ら
動
作
を
お
こ
す
献
饌
の
よ
う
な
場
合
が
多
い
が
、
楽
が
始
ま
っ
て
か
ら
一
呼
吸
お
い
て
出

る
祭
主
の
移
動
時
の
よ
う
な
も
の
も
あ
れ
ば
、
祭
員
の
動
作
に
合
わ
せ
て
楽
を
開
始
す
る
も
の
も
あ
る
。
事
前
に
よ
く
打
ち
合
わ

せ
を
し
、
祭
員
と
楽
人
が
お
た
が
い
に
合
わ
せ
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
必
要
で
あ
る
。 

ま
た
奉
仕
者
は
長
期
展
望
を
持
っ
て
の
育
成
が
必
要
と
な
る
。
技
術
と
共
に
、
奉
仕
の
心
が
伝
承
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

現
在
で
は
、
コ
ー
ラ
ス
や
楽
器
演
奏
も
祭
典
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
典
楽
と
共
に
奉
仕
に
当
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

六 

直
会
に
つ
い
て 

本
教
で
は
、
祭
典
終
了
後
、
神
様
の
お
下
が
り
を
頂
く
こ
と
を
直
会
と
い
う
。 

 

直
会
と
し
て
頂
く
神
様
の
お
下
が
り
に
は
、
神
前
か
ら
下
げ
た
神
酒

み

き

、
餅
、
魚
貝
類
、
野
菜
、
乾
物
、
果
物
、
菓
子
、
ま
た
そ

れ
ら
で
作
ら
れ
た
料
理
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
冊
子
類
、
書
籍
、
記
念
品
な
ど
も
あ
る
。
直
会
を
、
神
様
か
ら
頂
く
お
下
が
り
と

し
て
大
切
に
す
る
、
神
様
は
そ
の
心
を
お
喜
び
下
さ
る
。 

 

祭
典
後
に
、
信
奉
者
が
相
集
い
、
席
を
設
け
て
料
理
な
ど
を
頂
き
な
が
ら
行
う
も
の
を
直
会
宴
と
い
う
。
人
は
神
様
の
お
徳
を

た
た
え
、
神
様
の
お
下
が
り
を
頂
き
な
が
ら
、
神
も
人
も
と
も
に
よ
ろ
こ
び
合
う
集
い
が
、
本
教
の
直
会
宴
で
あ
る
。
あ
く
ま
で

も
宴
会
で
は
な
い
。
た
だ
の
飲
み
食
い
の
場
に
な
ら
な
い
よ
う
心
掛
け
る
。 

 

う
ち
と
け
た
和
や
か
な
雰
囲
気
の
中
で
、
そ
の
日
の
お
祭
り
を
頂
き
直
し
、
参
拝
者
相
互
に
お
話
を
聞
い
た
り
、
生
か
さ
れ
て

い
る
喜
び
を
と
も
に
語
り
合
う
と
い
う
働
き
合
い
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
遠
隔
地
か
ら
の
参
拝
者
、
入
信
間
も

な
い
方
、
初
め
て
参
拝
さ
れ
た
方
な
ど
が
お
ら
れ
た
ら
、
率
先
し
て
心
配
り
を
し
、
声
を
か
け
、
お
話
を
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ

る
。
ご
縁
を
頂
く
信
奉
者
が
一
堂
に
会
す
る
の
で
、
信
心
上
の
働
き
合
い
が
生
ま
れ
る
絶
好
の
機
会
で
あ
る
。 
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第
二
部 

基
本
作
法 

 

祭
式
の
作
法
に
は
、
「
座
礼
」
と
「
立
礼
」
が
あ
る
。
「
座
礼
」
は
畳
な
ど
の
上
で
座
っ
て
行
う
作
法
で
あ
り
、
「
立
礼
」
は
野

外
な
ど
で
立
っ
て
行
う
作
法
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
も
、「
椅
子
を
用
い
た
立
礼
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
概
ね
「
立
礼
」
に
準
じ

る
の
で
、「
立
礼
」
の
項
に
含
め
て
お
く
。 

 

な
お
、
こ
の
第
二
部
で
は
、「
座
礼
」
を
中
心
に
、
作
法
の
基
本
と
な
る
項
目
に

つ
い
て
述
べ
る
。「
立
礼
」
お
よ
び
「
椅
子
を
用
い
た
立
礼
」
に
つ
い
て
は
、
第
三

部
の
行
事
作
法
の
中
に
ま
と
め
て
あ
る
。 

一 

座 

位 

 

祭
場
に
お
い
て
は
、
常
に
上
座
、
下
座
の
別
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
も
と
づ

い
た
作
法
を
行
う
。 

 

そ
の
場
合
に
基
準
と
な
る
の
は
、
神
前
と
正
中

せ
い
ち
ゅ
う

（
神
前
の
中
央
に
縦
に
引
い
た

と
想
定
し
た
線
）
で
あ
る
。
座
位
判
別
の
原
則
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

① 

神
前
に
近
い
方
を
上
座
と
し
、
遠
い
方
を
下
座
と
す
る
。 

② 

正
中
を
上
座
と
し
、
左
（
向
か
っ
て
右
）
を
次
、
右
（
向
か
っ
て
左
） 

を
さ
ら
に
そ
の
次
と
す
る
。 

  

祭
式
作
法
で
は
、
ま
ず
神
前
の
位
置
が
基
準
と
な
る
。
神
前
に
近
い
所
が
上
座
、

遠
い
所
が
下
座
と
な
る
。
こ
れ
は
、
祭
場
を
縦
方
向
に
見
た
場
合
で
あ
る
。（
①
） 

 

祭
場
を
横
方
向
に
見
た
場
合
に
は
、
左
右
の
区
別
が
問
題
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、

横
に
見
て
も
、
神
前
よ
り
の
距
離
が
異
な
っ
て
い
れ
ば
、
近
い
方
が
上
座
で
遠
い

〈座位（祭場を上から見た図）〉 
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方
が
下
座
で
あ
る
が
、
神
前
か
ら
左
右
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
が
等
し
い
距
離
に
あ
る
と
き
に
は
、
左
右
に
順
位
を
つ
け
る
必
要
が
生

じ
る
。
こ
の
場
合
、
神
前
の
正
面
で
あ
る
正
中
を
上
座
と
し
、
次
に
左
、
そ
の
次
が
右
の
順
と
な
る
。（
②
） 

 

座
位
で
場
所
を
示
す
場
合
の
「
左
」「
右
」
と
は
、
常
に
神
前
か
ら
見
た
「
左
」、
神
前
か
た
見
た
「
右
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
神
前
に
向
か
っ
て
い
る
者
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
、
右
、
左
と
反
対
に
な
る
。
た
だ
し
、
自
己
の
動
作
を
示
す
場
合
の
左
、

右
は
、
自
分
の
左
足
、
右
足
、
左
手
、
右
手
を
さ
す
。 

 

正
中
と
は
神
前
の
中
央
正
面
を
い
う
が
、
神
前
の
真
中
の
一
つ
の
直
線
を
想
定
す
る
事
も
あ
る
し
、
あ
る
程
度
の
幅
を
考
え
る

事
も
あ
る
。
後
者
の
場
合
は
、
八
足
の
足
の
幅
程
度
と
す
る
。 

 
左
面

さ

め

ん

（
右
面

う

め

ん

）
と
は
、
正
中
よ
り
左
（
右
）
に
あ
っ
て
、
神
前
に
対
面
し
た
位
置
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
左
側

さ

そ

く

（
右
側

う

そ

く

）
と

は
、
神
前
の
左
（
右
）
に
あ
っ
て
神
前
に
側
面
を
向
け
、
正
中
に
対
面
し
た
位
置
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
祭
場
で
は
、
正
中

か
左
面
、
右
面
、
左
側
、
右
側
の
い
ず
れ
か
の
位
置
に
い
る
こ
と
に
な
る
。 

 

正
中
に
い
る
と
き
に
は
、
神
前
か
ら
遠
近
に
よ
る
上
下
の
区
別
は
あ
る
が
、
左
右
に
は
上
下
の
区
別
が
な
い
。
従
っ
て
正
中
で

は
、
他
の
位
置
の
場
合
と
異
な
る
特
例
の
作
法
が
用
い
ら
れ
る
。 

 

し
か
し
、
一
歩
正
中
を
離
れ
た
場
合
に
は
、
必
ず
上
下
の
区
別
が
生
じ
る
。
こ
の
場
合
、
上
下
の
区
別
は
、
二
つ
の
方
面
か
ら

考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
神
前
か
ら
の
距
離
で
あ
り
、
一
つ
は
、
正
中
か
ら
の
間
隔
で
あ
る
。
従
っ
て
、
常
に
「
神
前
か
、
正
中

に
近
い
方
を
上
座
と
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
頭
に
置
い
て
、
そ
れ
に
即
応
す
る
作
法
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
こ
と
を
ふ

ま
え
て
作
法
の
原
則
を
ま
と
め
て
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 

    

 

 

つ
ま
り
、
正
中
に
あ
る
と
き
以
外
は
、
前
に
進
む
と
き
に
は
下
座
の
足
か
ら
進
み
、
退
く
と
き
に
は
、
上
座
の
足
か
ら
退
き
、

正
中
で
の
特
例 

原
則
（
正
中
以
外
） 

進し
ん 

左さ 

退た
い 

右ゆ
う 

 
 

起き 

右ゆ
う 

座ざ 

左さ 

進し
ん 

下げ 

退た
い 

上 

じ

ょ

う 
 

起き 

下げ 

座ざ 

上 

じ

ょ

う 
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立
つ
と
き
と
き
は
下
座
の
足
か
ら
立
ち
、
座
る
と
き
は
上
座
の
足
か
ら
座
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
正
中
で
は
特
例
の
場
合
は
、

左
足
か
ら
進
ん
で
、
右
足
か
ら
退
き
、
右
足
か
ら
立
っ
て
左
足
か
ら
座
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 
二 
姿 

勢 

 

姿
勢
を
正
す
こ
と
は
作
法
の
基
本
で
あ
る
。
無
理
に
作
り
上
げ
た
姿
勢
の
こ
と
で
は
な
く
、
自
然
な
姿
を
い
う
。 

 

こ
の
正
し
い
姿
勢
は
、
敬
虔
の
心
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
り
、
頭
を
傾
け
ず
、
体
を
真
っ
直
ぐ
に
保
ち
、
丹
田

た
ん
で
ん

に
力
を
入
れ
る
。 

特
に
、
頭
か
ら
腰
ま
で
そ
の
中
心
を
一
直
線
に
貫
く
気
持
ち
が
大
切
で
あ
る
。 

 
起
居
進
退
、
敬
礼
作
法
は
も
と
よ
り
、
笏
・
桧
扇
の
扱
い
か
た
、
祭
具
の
扱
い
か
た
に
至
る
ま
で
、
こ
の
正
し
い
姿
勢
（
自
然

の
姿
）
が
基
礎
に
な
る
。 

１ 

正 

座
（
座
っ
た
と
き
の
姿
勢
） 

 

▼
女
子
‐
両
足
の
親
指
を
、
右
下
左
上
に
重
ね
、
両
膝
を
接
し
、
両
手
を
左
右
の
膝
上
中
程
に
控
え
、
上
体
を
正
し
く
（
首
で

着
物
の
襟
を
押
す
と
同
時
に
あ
ご
を
引
く
と
背
筋
を
正
す
こ
と
が
で
き
る
）
し
て
座
る
。
桧
扇
は
そ
の
位
置
で
持
つ
。 

 

▼
男
子
‐
両
足
の
親
指
を
、
右
下
左
上
に
重
ね
、
両
膝
を
少
し
開
き
（
握
り
こ
ぶ
し
が
二
つ
入
る
程
度
）、
両
手
を
左
右
の
膝

上
中
程
に
控
え
、
上
体
を
正
し
く
（
女
子
と
同
様
）
し
て
座
る
。
笏
は
そ
の
位
置
で
持
つ
。 

 

▼
着
眼
‐
二
メ
ー
ト
ル
（
ま
た
は
一
間
）
前
方
を
半
眼

は
ん
が
ん

で
正
視
す
る
。 

       

〈正座（女子）〉 

〈正座（男子）〉 
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２ 

正 

立
（
立
っ
た
と
き
の
姿
勢
） 

▼
女
子
‐
両
足
を
接
し
て
そ
ろ
え
、
両
手
を
下
腹
の
左
右
に
控
え
、
体
を
正
し
く
し
て
立
つ
。
扇
を
持
つ
と
き
は
、
手
を
少
し

上
部
に
移
し
、
左
手
を
腰
部
に
、
右
手
を
や
や
下
げ
て
、
腹
部
の
正
面
で
持
つ
。 

 

▼
男
子
‐
両
足
の
か
か
と
を
接
し
、
少
し
爪
先
を
開
き
、
両
手
を
下
腹
の
左
右
に
控
え
、
体
を
正
し
く
し
て
立
つ
。
笏
を
持
つ

と
き
は
、
手
を
少
し
上
部
に
移
し
、
臍
の
左
右
の
位
置
で
持
つ
。 

 

▼
着
眼
‐
四
メ
ー
ト
ル
（
ま
た
は
二
間
）
前
方
を
半
眼
で
正
視
す
る
。 

        

３ 

着 

椅
（
椅
子
に
座
っ
た
と
き
の
姿
勢
） 

 

▼
女
子
‐
上
体
は
正
座
の
場
合
と
同
じ
。
椅
子
に
深
く
腰
掛
け
、
膝
よ
り
下
は
垂
直
に
し
て
、
両
足
の
裏
を
地
に
着
け
る
。
椅

子
が
高
い
場
合
に
は
浅
く
掛
け
て
、
足
裏
を
地
に
着
け
る
。
爪
先
と
左
右
の
膝
頭
は
開
か
ず
、
両
足
の
内
側
を
軽
く
接
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

両
手
は
膝
の
中
程
に
軽
く
置
く
。
扇
を
持
つ
と
き
は
、
そ
の
位
置
で
持
つ
。 

 

▼
男
子
‐
上
体
は
正
座
の
場
合
と
同
じ
。
椅
子
に
深
く
腰
掛
け
る
。
膝
の
間
を
握
り
こ
ぶ
し
が
二
つ
入
る
程
度
開
き
、
膝
と
足

先
を
左
右
平
行
に
し
て
両
足
の
裏
を
地
に
着
け
る
。
膝
の
間
隔
が
広
が
ら
な
い
よ
う
注
意
す
る
（
爪
先
を
閉
じ
る
気
持
ち
に
な
る

と
膝
が
広
が
ら
な
い
）。
笏
を
持
つ
と
き
は
、
そ
の
位
置
で
持
つ
。 

 

▼
着
眼
‐
三
メ
ー
ト
ル
（
ま
た
は
一
間
半
）
前
方
を
半
眼
で
正
視
す
る
。 

〈正立（女子）〉 

〈正立（男子）〉 
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（
注
） 

・
正
座
、
正
立
、
着
椅
の
着
眼
点
は
、
大
体
の
標
準
で
あ
り
、
実
際
は
各
自
の
身
長
に
応
じ
て
変
化
す
る
。 

・
笏
や
桧
扇
を
持
た
な
い
方
の
手
は
、
親
指
で
中
指
の
第
二
関
節
を
軽
く 

押
さ
え
、
軽
く
に
ぎ
る
よ
う
に
す
る
。 

・
肘
は
張
り
す
ぎ
る
の
も
、
す
ぼ
め
す
ぎ
る
の
も
よ
く
な
い
。 

 

三 

笏
・
桧
扇 

 

笏
は
、
材
料
に
よ
り
表
裏
が
あ
る
。
（
概
ね
、

板
目
の
場
合
、
木
の
外
に
な
る
方
を
表
と
す
る
。）

し
か
し
、
実
際
に
は
区
別
す
る
の
は
な
か
な
か
困

難
で
あ
る
。
そ
こ
で
持
笏
し
た
と
き
に
外
に
向
い

て
い
る
方
を
表
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
度
持
笏
し
た
な
ら
ば
、
何
回
置
笏
、
把
笏
等

を
繰
り
返
し
て
も
、
笏
の
表
裏
を
変
え
て
は
な
ら
な
い
。 

 

桧
扇
は
、
桧
の
薄
い
板
で
作
る
。
手
元
を
要

か
な
め

で
締
め
、
先
の
方
を
糸
で
編
ん
で
い

る
。
扇
の
上
下
に
あ
る
親
骨

お
や
ぼ
ね

を
上

橋

じ
ょ
う
き
ょ
う

、
中
の
薄
い
板
を
橋

き
ょ
う

と
い
う
。
正
扇
の
場
合
、

扇
を
五
橋
ば
か
り
開
く
と
い
う
の
は
、
こ
の
薄
い
板
五
枚
分
の
こ
と
で
あ
る
。 

〈着椅（正面）〉 

〈着椅（側面）〉 

〈笏の部位〉 

〈桧扇の部位〉 
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１ 

持
笏
（
割
笏
）
・
持
扇 

（
１
）
笏
の
持
ち
方 

 

親
指
と
小
指
は
内
側
に
、
他
の
三
指
は
外
側
に
か
け
て
、
右
手
に
持
つ
。
又
、
小
指
の
下
端

は
、
笏
尾

し
ゃ
く
び

の
下
端
に
そ
ろ
え
る
。 

 

親
指
は
、
爪
を
上
、
指
腹
を
下
に
し
て
、
反
ら
し
た
り
曲
げ
た
り
せ
ず
に
、
親
指
の
横
を
軽

く
笏
の
内
側
に
そ
え
る
。
小
指
は
、
内
側
か
ら
い
さ
さ
か
力
を
加
え
る
よ
う
に
し
て
持
つ
と
、

笏
が
前
に
倒
れ
な
い
。 

 
外
に
か
け
る
三
本
の
指
は
、
指
の
間
が
開
か
な
い
よ
う
に
し
、
軽
く
水
平
に
持
つ
。
そ
の
指

が
少
し
で
も
斜
め
に
な
る
と
、
色
々
な
悪
い
形
が
生
じ
る
。
例
え
ば
、
揖
を
す
る
と
き
に
手
が

下
腹
部
に
き
た
り
、
拝
を
す
る
と
き
に
肘
が
体
に
寄
り
す
ぎ
た
り
、
笏
で
顔
を
逆
な
で
す
る
こ

と
に
な
り
、
不
自
然
な
姿
勢
の
原
因
に
な
る
。 

 

笏
は
、
左
右
に
傾
け
た
り
、
前
後
に
倒
し
た
り
せ
ず
に
、
垂
直
に
持
つ
。 

 

笏
は
、「
我
が
身
の
ゆ
が
み
を
直
す
た
め
の
定
規
な
り
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
笏
が
前
に
倒
れ

た
り
、
横
に
傾
い
た
り
す
る
の
は
、
心
が
緩
ん
で
い
る
か
、
姿
勢
が
崩
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

ま
た
親
指
の
先
が
外
か
ら
見
え
る
ほ
ど
深
く
掛
け
る
と
、
握
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
し
、
反
対
に
余
り
浅
く
掛
け
る
と
、
つ
ま

ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
、
適
当
に
加
減
す
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。 

（
２
）
持
笏
の
位
置 

 

笏
を
持
っ
た
右
手
は
、
正
座
や
着
椅
の
と
き
は
膝
の
中
程
に
、
正
立
の
と
き
は
わ
き
腹
、
即
ち
臍
の
右
方
に
来
る
。
正
座
か
ら

跪
居
（
後
述
）
に
な
る
と
同
時
に
腿
の
付
け
根
に
、
ま
た
、
椅
子
か
ら
立
つ
と
同
時
に
わ
き
腹
に
移
す
。 

 

祭
服
を
着
用
し
て
い
る
場
合
は
、
祭
服
に
軽
く
接
し
て
持
つ
。 

 

笏
は
、
常
に
表
を
外
側
に
し
、
裏
を
内
側
に
し
て
持
つ
。
そ
の
表
が
座
、
又
は
肌
に
つ
く
こ
と
は
な
い
。 

 

左
手
は
、
祭
服
の
袖
の
端
を
親
指
と
人
差
指
で
軽
く
つ
ま
み
、
他
の
三
指
は
人
差
指
に
そ
ろ
え
て
軽
く
握
り
、
右
手
と
相
対
す 〈笏の持ち方〉 
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る
位
置
に
置
く
。
こ
の
と
き
、
左
手
の
甲
は
袖
の
端
に
覆
わ
れ
て
見
え
な
い

よ
う
に
す
る
。
又
、
右
手
の
方
も
な
る
べ
く
袖
の
端
に
覆
わ
れ
て
い
る
方
が

よ
い
。 

（
注
） 

・
白
衣
又
は
着
物
で
稽
古
す
る
場
合
は
、
袖
が
短
い
の
で
、
や
む
を
得
ず
左

手
の
親
指
を
中
指
の
第
二
関
節
に
当
て
、
笏
を
持
つ
と
き
の
よ
う
に
、
手
の

ひ
ら
を
腹
部
に
向
け
て
、
右
手
と
相
対
す
る
位
置
に
置
く
。 

・
持
笏
の
形
か
ら
、
割
笏
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。 

（
３
）
桧
扇
の
持
ち
方 

 

扇
の
上
橋
を
上
下
に
し
、
扇
の
表
を
外
に
向
け
る
。
要
の
方
を
右
手
で
上

よ
り
軽
く
握
り
、
左
手
は
扇
の
上
部
（
上
端
で
は
な
く
、
中
程
よ
り
少
し
上
）

を
四
本
の
指
に
て
下
よ
り
支
え
、
親
指
は
上
か
ら
軽
く
そ
え
る
。 

（
４
）
持
扇
の
位
置 

 

正
座
や
着
椅
の
と
き
は
、
正
面
膝
の
中
程
の
所
に
置
き
、
正
立
の
と
き
は
、

正
面
腹
部
、
即
ち
臍
よ
り
少
し
下
の
辺
り
に
、
心
持
ち
扇
が
左
高
に
な
る
よ

う
に
し
て
持
つ
。
正
座
か
ら
跪
居
（
後
述
）
に
な
る
と
同
時
に
腿
の
付
け
根
に
、
ま
た
、
椅
子
か
ら
立
つ
と
同
時
に
腹
部
に
移
す
。 

 

祭
服
を
着
用
し
て
い
る
場
合
は
、
祭
服
に
軽
く
接
し
て
持
つ
。 

２ 

正
笏
・
正
扇 

（
１
）
正
笏 

 

持
笏
の
姿
勢
か
ら
、
両
手
を
同
時
に
腹
部
正
面
に
移
し
、
右
手
の
上
に
左
手
を
そ
ろ
え
て
重
ね
る
。
両
手
は
体
か
ら
握
り
こ
ぶ

し
一
つ
入
れ
た
く
ら
い
離
し
て
、
臍
の
位
置
に
構
え
る
。
こ
の
と
き
特
に
姿
勢
を
整
え
、
笏
は
ま
っ
す
ぐ
立
て
る
。 

 

左
手
の
親
指
は
、
笏
の
内
側
で
右
手
の
親
指
と
小
指
の
間
に
水
平
に
置
く
。
左
手
親
指
の
爪
を
上
、
指
の
腹
を
下
に
し
、
指
の 〈持笏〉 〈持扇〉 
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横
を
笏
に
つ
け
る
。 

（
２
）
正
扇 

 

持
扇
の
姿
勢
か
ら
、
扇
を
五
橋
程
度
開
き
つ
つ
、
右
手
の
上
に
左
手
を
揃
え

て
重
ね
、
腹
部
正
面
に
ま
っ
す
ぐ
立
て
る
。
両
手
は
体
か
ら
握
り
こ
ぶ
し
一
つ

入
れ
た
く
ら
い
離
し
て
、
臍
の
位
置
に
構
え
る
。
扇
は
体
と
平
行
に
す
る
。 

 

右
手
の
小
指
を
扇
の
表
側
に
出
す
の
が
、
正
笏
と
の
違
い
で
あ
る
が
、
あ
と

は
、
正
笏
に
準
ず
る
。 

（
注
） 

・
祭
典
中
、
取
次
唱
詞
奉
唱
・
天
地
書
附
奉
体
の
間
等
は
、
こ
の
形
を
と
る
。

又
、
神
前
拝
詞
等
で
も
、
拝
詞
集
を
持
た
な
い
で
奉
唱
す
る
場
合
が
あ
る
と
き

は
、
こ
の
形
で
奉
唱
す
る
。 

・
正
笏
、
正
扇
は
、
揖
、
拝
（
後
述
）
の
予
備
動
作
で
あ
る
と
共
に
、
恭
敬
を

表
す
所
作
で
も
あ
る
。 

・
両
手
の
下
か
ら
、
笏
、
扇
が
の
ぞ
か
ぬ
よ
う
特
に
気
を
付
け
る
。 

３ 

置
笏
・
置
扇 

（
１
）
置
笏 

 

持
笏
の
姿
勢
か
ら
、
右
手
を
左
膝
の
中
程
に
笏
を
直
立
さ
せ
た
ま
ま
移
す
と

共
に
、
笏
の
中
程
よ
り
や
や
下
を
左
手
に
て
支
え
る
。
こ
の
と
き
、
笏
を
親
指

と
そ
ろ
え
た
他
の
四
指
の
間
に
き
ち
ん
と
は
さ
む
。 

 

次
に
、
右
手
首
を
回
し
、
外
側
よ
り
指
先
で
笏
頭
を
左
右
か
ら
は
さ
み
持
つ
。 

 

左
手
を
放
し
、
笏
を
傾
け
な
が
ら
笏
尾
よ
り
右
の
膝
先
中
央
に
お
ろ
す
。
こ
の
と
き
笏
は
、
横
向
き
に
な
り
、
笏
尾
は
座
に
つ

い
て
い
る
。
笏
尾
で
座
を
す
り
つ
つ
、
右
膝
の
外
側
に
そ
っ
て
、
笏
を
袴
の
下
に
真
っ
直
ぐ
縦
に
差
し
入
れ
る
。
右
手
が
膝
頭
の

〈正笏〉 〈正扇〉 
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線
よ
り
少
し
深
く
入
り
、
指
先
が
座
に
触
れ
た
ら
静
か
に
笏
を
放
し
て
正
座
の
姿

勢
に
な
る
。 

（
注
） 

・
置
笏
は
、
膝
衝
に
座
し
た
と
き
に
限
り
行
う
。
つ
ま
り
、
座
礼
に
お
け
る
、
祭

主
祭
詞
奏
上
、
祭
主
玉
串
奉
奠
と
そ
の
拍
手
の
間
、
奉
幣
役
が
作
法
を
行
う
間
に

限
る
。 

・
笏
の
裏
側
（
内
側
）
を
必
ず
下
に
し
て
置
笏
す
る
。
ま
た
、
笏
頭
は
、
膝
頭
よ

り
約
三
セ
ン
チ
（
約
一
寸
）
後
ろ
に
あ
る
こ
と
。 

・
親
指
以
外
の
四
指
は
、
指
先
を
開
か
な
い
よ
う
に
し
、
正
し
く
そ
ろ
え
る
。
こ

の
こ
と
は
笏
の
取
り
扱
い
だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
作
法
の
基
本
で
も
あ
る
。 

（
２
）
置
扇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

持
扇
の
姿
勢
の
ま
ま
、
右
手
を
要
の
下
ま
で
指
を
廻
す
よ
う
に
、
少
し
深
く
握 

る
よ
う
に
持
ち
直
す
。
上
体
を
前
に
傾
け
、
手
首
を
返
し
な
が
ら
、
扇
を
膝
前
の 

正
面
に
、
持
扇
の
際
、
上
に
な
っ
て
い
た
面
が
膝
衝
に
接
す
る
よ
う
に
置
く
。 

こ
と
き
、
扇
を
両
手
で
持
っ
た
ま
ま
膝
前
に
移
し
、
そ
の
後
左
手
、
右
手
の
順 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
放
す
。 

 

手
を
静
か
に
放
し
て
正
座
の
姿
勢
に
な
る
。 

（
注
） 

・
祭
詞
奏
上
の
場
合
は
、
左
手
に
祭
詞
を
立
て
て
持
ち
、
右
手
で
扇
の
中
程
を
持

っ
て
閉
じ
る
。
さ
ら
に
、
手
の
ひ
ら
を
下
に
向
け
、
上
体
を
前
に
傾
け
て
静
か
に

置
く
。 

・
置
笏
と
同
様
、
置
扇
は
膝
衝
（
軾
）
に
座
し
た
と
き
に
限
り
行
う
。 

〈置笏〉 
〈置扇〉 
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４ 

懐
笏
・
懐
扇 

（
１
）
懐
笏 

 

持
笏
の
形
か
ら
、
置
笏
と
同
様
に
右
手
を
左
膝
の
中
程
に
持
っ
て
ゆ
き
、
左
手

で
笏
を
は
さ
み
持
つ
。 

 

右
手
に
て
笏
頭
を
右
横
よ
り
は
さ
み
持
つ
。
つ
ま
り
、
笏
の
内
側
に
親
指
が
、

外
側
に
他
の
四
指
が
く
る
。 

 

右
手
で
笏
を
右
膝
上
方
に
運
ぶ
と
共
に
、
懐
に
さ
し
込
む
。
こ
の
と
き
、
左
手

は
笏
を
離
し
た
後
、
襟
ま
た
は
懐
紙
に
そ
え
、
笏
を
さ
し
込
み
や
す
い
よ
う
に
す

る
。
祭
服
の
場
合
は
、
左
手
を
笏
袋
に
そ
え
、
右
手
で
笏
を
笏
袋
に
入
れ
る
。
正

座
の
姿
勢
と
な
る
。 

 

祭
服
の
場
合
は
、
笏
袋
に
拝
詞
集
も
入
れ
る
。
拝
詞
集
と
交
錯
し
な
い
為
に
は
、

笏
尾
で
体
を
こ
す
る
よ
う
に
懐
笏
す
る
と
、
笏
は
拝
詞
集
よ
り
も
体
側
に
自
然
と

入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。 

（
２
）
懐
扇 

 

持
扇
の
姿
勢
か
ら
、
扇
を
腹
部
正
面
（
臍
の
前
）
の
握
り
こ
ぶ
し
一
つ
入
る
く

ら
い
離
し
た
位
置
に
持
っ
て
来
る
と
同
時
に
、
左
手
を
扇
の
中
程
に
下
げ
、
扇
を

立
て
な
が
ら
右
手
を
そ
の
上
端
に
移
す
。 

 

親
指
を
内
側
に
、
他
の
四
指
を
外
側
に
し
て
、
右
手
に
扇
を
持
ち
、
右
胸
の
辺

り
に
移
動
さ
せ
、
要
の
方
か
ら
懐
に
さ
し
込
む
。
こ
の
と
き
、
左
手
は
扇
を
放
し

た
後
、
襟
を
持
ち
、
さ
し
込
み
や
す
い
よ
う
に
す
る
。
扇
は
帯
の
中
に
要
を
さ
し

込
む
よ
う
に
す
る
と
よ
い
。 

手
を
放
し
、
正
座
の
姿
勢
と
な
る
。 

〈懐笏〉 〈懐扇〉 
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祭
服
の
場
合
は
、
祭
服
の
帯
に
さ
し
込
む
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
懐
に
拝
詞
集
を
入
れ
て
い
る
為
で
、
扇
と
拝
詞
集
の
交
錯

を
防
ぐ
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
場
合
、
本
来
の
懐
扇
の
位
置
に
挿
す
、
あ
ま
り
右
や
左
に
寄
ら
な
い
よ
う
気
を
つ
け
る
。 

５ 

挿
笏 

 

持
笏
の
形
か
ら
、
懐
笏
と
同
じ
作
法
で
、
右
手
を
左
膝
の
中
程
に
移
し
、
左
手
で
笏
の
中
程
よ
り
や
や
下
を
は
さ
み
持
ち
、
右

手
で
笏
頭
を
は
さ
み
持
つ
。 

 

右
手
で
笏
を
膝
の
右
方
に
運
び
、
右
横
腹
の
帯
に
笏
尾
よ
り
さ
し
込
む
。
こ
の
と
き
、
左
手
は
笏
か
ら
離
し
、
右
横
腹
の
帯
に

そ
え
る
。
つ
ま
り
、
左
手
親
指
を
帯
の
内
側
に
入
れ
、
他
の
四
指
は
そ
ろ
え
て
外
側
に
そ
え
る
よ
う
に
す
る
。
正
座
の
場
合
は
、

起
居
に
な
っ
て
か
ら
行
う
。 

（
注
） 

・
女
子
の
作
法
及
び
祭
服
着
用
時
の
作
法
に
は
挿
笏
は
な
い
。 

・
着
座
し
て
い
る
場
合
に
は
懐
笏
で
あ
る
が
、
歩
行
す
る
場
合
に
は
粗
惣
な
き
を
期
す
る
心
か
ら
、
お
お
む
ね
挿
笏
を
用
い
る
。 

       

６ 

把
笏
・
把
扇 

 
 
 
 
 
 
 

手
に
笏
や
扇
を
持
っ
て
い
な
い
状
態
か
ら
、
持
笏
・
持
扇
に
な
る
こ
と
え
を
、
把
笏
・
把
扇
と
い
う
。 

（
１
）
置
笏
を
取
る
場
合 

 

ま
ず
、
右
手
で
右
膝
か
た
わ
ら
の
笏
頭
を
取
る
。
親
指
を
内
側
に
、
人
差
指
を
外
側
に
し
て
両
側
か
ら
は
さ
み
持
ち
、
他
の
三

〈挿笏（跪居の時）〉 

〈挿笏(立っている時)〉 
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指
は
人
差
指
に
そ
え
る
。 

 

笏
頭
よ
り
起
こ
し
、
笏
の
裏
を
内
側
に
か
わ
し
つ
つ
、
左
膝
中
央
に
笏
を
立
て
る
。
こ
の
間
、
笏
尾
は
右
膝
の
上
を
す
っ
て
通

り
、
笏
は
笏
頭
を
左
上
に
し
て
傾
斜
す
る
。 

 

左
手
で
笏
の
中
程
を
外
側
よ
り
は
さ
み
持
つ
。 

 

右
手
を
左
膝
下
方
に
移
し
て
笏
尾
を
持
つ
。 

 

左
手
を
放
し
て
持
笏
の
形
に
戻
る
。 

（
２
）
懐
笏
を
取
る
場
合 

 
左
手
で
襟
を
持
ち
、
右
手
で
懐
の
笏
頭
を
は
さ
み
持
つ
。 

 

右
手
で
笏
を
抜
き
と
り
、
左
膝
中
央
に
立
て
る
。 

 

以
下
、
置
笏
を
取
る
場
合
と
同
じ
。 

（
３
）
挿
笏
を
取
る
場
合 

 

左
手
で
右
横
腹
帯
を
持
ち
、
右
手
で
腰
部
の
笏
頭
を
は
さ
み
持
つ
。 

 

以
下
、
懐
笏
を
取
る
場
合
と
同
じ
。 

（
４
）
置
扇
を
取
る
場
合 

 

上
体
を
前
に
傾
け
て
、
右
手
は
要
の
方
を
軽
く
握
り
、
左
手
は
扇
の
上
部
を
四
指
で
下
か
ら
支
え
持
つ
。
左
手
の
親
指
は
、
扇

の
上
に
軽
く
そ
え
る
。 

 

持
扇
の
位
置
に
戻
る
。 

（
注
） 

・
祭
詞
を
持
っ
た
場
合
、
左
手
で
祭
詞
の
中
程
を
は
さ
み
持
っ
て
左
膝
中
程
に
立
て
、
上
体
を
前
に
傾
け
て
、
右
手
で
要
の
方
を

持
つ
。
こ
の
と
き
、
親
指
は
下
に
し
、
他
の
四
指
は
そ
ろ
え
て
上
か
ら
持
つ
。 

 

次
に
、
右
手
で
扇
を
開
き
つ
つ
左
膝
の
祭
詞
に
重
ね
、
扇
と
祭
詞
の
下
部
を
共
に
右
手
で
は
さ
み
持
つ
。 

 

左
手
を
右
手
の
上
に
重
ね
、
正
扇
の
形
に
な
る
。 
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（
５
）
懐
扇
を
取
る
場
合 

 

右
手
で
扇
の
上
部
よ
り
や
や
下
を
、
親
指
を
内
側
に
、
他
の
四
指
を
外
側
に
し
て
持
ち
、
左
手
は
襟
に
そ
え
る
。 

 

右
手
で
懐
中
よ
り
扇
を
取
り
だ
し
、
腹
部
の
正
面
に
て
手
の
ひ
ら
を
下
に
向
け
て
持
つ
。 

 

左
手
を
襟
か
ら
放
し
、
右
手
の
す
ぐ
上
の
扇
の
部
分
を
持
つ
。
左
手
の
親
指
は
扇
の
上
か
ら
、
人
差
指
は
下
か
ら
支
え
て
持
ち
、

他
の
三
指
は
軽
く
そ
え
る
。 

 

右
手
を
静
か
に
右
方
に
移
動
さ
せ
、
要
の
方
を
軽
く
握
っ
て
持
扇
の
形
に
な
る
。 

（
注
） 

・
笏
、
扇
の
出
し
入
れ
の
と
き
に
、
首
を
曲
げ
て
襟
元
を
見
な
い
。
目
は
正
面
を
正
視
し
、
手
の
所
作
に
は
目
を
つ
け
な
い
。 

・
後
取
、
賛
者
等
の
所
作
で
、
把
笏
か
ら
直
ち
に
揖
に
移
る
場
合
に
は
、
持
笏
の
形
に
な
ら
ず
、
左
膝
の
中
程
に
て
左
手
を
笏
の

中
程
か
ら
放
し
た
後
、
直
ち
に
右
手
の
上
に
重
ね
、
両
手
を
そ
の
ま
ま
正
面
に
移
し
て
正
笏
の
形
に
な
っ
て
も
よ
い
。 

 

四 

座 

起 

１ 

跪
居 

 

正
座
の
姿
勢
の
ま
ま
腰
を
軽
く
上
げ
、
両
足
を
爪
先
立
て
る
。
即
ち
、
両
膝
を

突
い
た
ま
ま
爪
先
立
て
、
爪
先
を
足
の
甲
の
方
へ
折
る
。
こ
の
と
き
、
男
子
は
両

膝
を
少
し
開
く
が
、
女
子
は
両
膝
を
軽
く
接
す
る
。 

 

手
は
腿
の
付
け
根
の
あ
た
り
に
置
く
。 

（
注
） 

・
起
座
、
着
座
の
と
き
、
膝
行
、
膝
退
の
動
作
を
行
う
と
き
な
ど
は
、
跪
居
の
ま

ま
で
上
体
が
や
や
前
に
傾
く
が
、
物
品
の
授
受
の
と
き
や
跪
居
の
ま
ま
揖
を
行
う
と
き
に
は
、
足
の
動
作
を
と
も
な
わ
な
い
の
で
、

上
体
を
真
っ
直
ぐ
に
立
て
る
。 

・
跪
居
に
な
る
と
き
、
左
右
の
足
を
同
時
に
爪
先
立
て
た
り
、
両
膝
を
同
時
に
突
い
た
り
し
な
い
こ
と
。 

〈跪居〉 
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２ 

起
座 

 

座
を
立
つ
作
法
に
は
、
進
む
起
座
と
、
退
く
起
座
と
、
回
転
起
座
が
あ
る
。 

（
１
）
進
む
起
座 

 

正
座
の
姿
勢
か
ら
、
ま
ず
跪
居
に
な
る
。 

 

つ
ぎ
に
、
下
座
の
膝
を
起
こ
し
て
、
そ
の
爪
先
を
少
し
進
め
る
。 

 

立
ち
な
が
ら
、
上
座
の
足
を
進
め
、
下
座
の
足
に
そ
ろ
え
る
。
こ
の
と
き
、
下
座
の
足
に
重
心
を
か
け
、
上
座
の
足
は
床
を
す

り
つ
つ
自
然
に
前
に
進
め
、
立
ち
上
が
っ
た
と
き
に
は
両
足
が
そ
ろ
っ
て
い
る
よ
う
に
す
る
。
座
っ
て
い
た
と
き
の
膝
の
あ
た
り

に
立
つ
こ
と
に
な
る
。 

（
注
） 

・
下
座
の
膝
を
起
こ
す
と
き
、
い
か
な
る
場
合
も
爪
先
が
膝
頭
よ
り
前
に
出
て
は
い
け
な
い
。
女
子
の
場
合
は
、
進
め
方
が
少
な

め
に
し
、
進
め
た
足
の
爪
先
が
残
っ
て
い
る
足
の
腿
の
中
程
に
あ
る
の
が
適
当
で
あ
る
。 

（
２
）
退
く
起
座 

 

正
座
の
姿
勢
か
ら
、
ま
ず
跪
居
に
な
る
。 

 

つ
ぎ
に
、
下
座
の
膝
を
起
こ
し
て
、
そ
の
爪
先
を
少
し
進
め
る
。 

 

立
ち
な
が
ら
、
下
座
の
足
を
引
い
て
、
上
座
の
足
に
そ
ろ
え
る
。
こ
の
と
き
、
上
座
の
足
に
重
心
を
か
け
、
腰
を
引
き
な
が
ら

立
つ
。
下
座
の
足
は
床
を
す
り
つ
つ
自
然
に
引
き
、
立
ち
上
が
っ
た
と
き
に
は
両
足
が
そ
ろ
っ
て
い
る
よ
う
に
す
る
。
座
っ
て
い

た
と
き
の
足
の
甲
の
あ
た
り
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
上
座
の
足
よ
り
後
へ
踏
み
出
す
。 

（
３
）
回
転
起
座 

 

正
座
の
姿
勢
か
ら
、
ま
ず
跪
居
に
な
る
。 

 

次
に
、
下
座
の
膝
を
起
こ
し
て
、
そ
の
爪
先
を
少
し
進
め
る
。 

 

両
足
に
ひ
と
し
く
重
心
を
か
け
な
が
ら
腰
を
浮
か
せ
、
進
む
方
向
に
向
く
よ
う
に
体
を
回
転
さ
せ
な
が
ら
立
つ
。 

 

後
ろ
の
足
を
進
め
、
前
の
足
に
そ
ろ
え
、
下
座
の
足
か
ら
前
に
踏
み
出
す
。 
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（
注
） 

・
一
連
の
動
き
が
ス
ム
ー
ズ
に
な
る
よ
う
心
が
け
る
。 

・
動
作
が
連
続
し
て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
後
ろ
の
足
を
直
ぐ
踏
み
出
し
て
よ
い
。 

３ 

着
座 

 

座
に
着
く
作
法
に
は
、
座
前
着
座
と
、
座
後
着
座
が
あ
る
。 

（
１
）
座
前
着
座 

 

着
座
す
る
位
置
ま
で
進
ん
で
止
立
（
後
述
）
し
、
小
揖
（
後
述
）
す
る
。
止

立
す
る
場
所
は
、
座
っ
て
い
る
祭
員
の
膝
頭
に
爪
先
を
あ
わ
せ
る
。 

 

膝
を
折
り
、
上
座
、
下
座
の
順
に
膝
頭
を
床
に
つ
け
、
跪
居
に
な
る
。 

 

次
に
下
座
の
膝
を
起
こ
し
、
足
先
を
上
座
の
膝
頭
の
あ
た
り
に
す
り
出
す
。 

 

立
て
た
下
座
の
足
の
膝
を
ふ
せ
な
が
ら
、
床
に
つ
い
て
い
る
上
座
の
膝
を
起
こ
し
つ
つ
、
両
爪
先
を
軸
に
し
て
、
体
が
上
座
の

ほ
う
を
向
く
よ
う
に
半
回
転
す
る
。 

 

前
と
反
対
向
き
の
形
に
な
り
、
上
座
、
下
座
の
順
に
膝
を
つ
い
て
、
膝
頭
を
そ
ろ
え
る
。 

 

両
足
の
爪
先
を
の
ば
し
て
正
座
し
、
小
揖
す
る
。 

（
注
） 

・
回
転
時
に
は
、
腰
を
軽
く
浮
か
せ
て
回
る
が
、
体
が
上
下
に
動
揺
し
な
い
よ
う
気
を
つ
け
る
。 

・
回
転
と
共
に
、
上
座
の
床
に
つ
い
て
い
る
膝
が
起
き
上
が
り
、
下
座
の
起
き
上
が
っ
て
い
る
膝
が
床
に
つ
く
。 

（
２
）
座
後
着
座 

 

着
座
し
て
い
る
祭
員
の
背
の
線
よ
り
、
約
半
歩
前
で
止
立
、
小
揖
す
る
。 

 

次
に
、
膝
を
折
っ
て
上
座
、
下
座
の
順
に
膝
頭
を
床
に
つ
け
、
跪
居
に
な
る
。 

 

下
座
の
膝
を
立
て
る
。 

 

上
座
の
膝
は
床
を
す
り
つ
つ
前
に
進
み
、
下
座
の
膝
も
床
に
つ
く
（
一
歩
膝
行
す
る
）。
こ
の
と
き
、
膝
頭
は
着
座
し
て
い
る

〈回転起座〉 
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祭
員
の
膝
頭
の
線
に
そ
ろ
え
る
。 

 

爪
先
を
の
ば
し
て
正
座
し
、
小
揖
す
る
。 

（
注
） 

・
座
前
着
座
は
、
お
お
む
ね
側
面
に
着
座
す
る
場
合
の
作
法
で
あ
る
。 

・
神
前
及
び
膝
衝
（
薦こ

も

）
に
着
座
又
は
起
座
す
る
場
合
は
、
必
ず
膝
行
又
は
膝
退
（
後

述
）
が
あ
る
。 

・
止
立
か
ら
膝
を
つ
き
、
起
居
に
な
る
と
き
、
上
座
の
爪
先
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
引
く

程
度
に
す
る
。
大
き
く
引
く
と
着
座
位
置
が
づ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

４ 

蹲
踞 

 

献
饌
、
撤
饌
に
あ
た
り
作
業
を
待
つ
間
な
ど
に
と
る
待
機
の
姿
勢
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

跪
居
に
な
っ
て
、
懐
笏
、
懐
扇
、
又
は
挿
笏
す
る
。 

 

両
手
の
親
指
を
こ
ぶ
し
に
握
り
こ
み
、
手
の
甲
を
外
側
に
向
け
て
、
両
膝
の
外
側

の
前
に
突
き
、
上
体
を
や
や
前
か
が
み
に
し
て
う
ず
く
ま
る
。 

 

五 

進 

退 

１ 

行
歩 

 

行
歩
は
、
進
退
の
基
本
と
な
る
大
切
な
動
作
で
あ
る
。
行
歩
の
正
し
い
か
否
か
は
作
法
に
も
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
。
そ
の

拙
さ
が
祭
典
の
荘
厳
な
雰
囲
気
を
こ
わ
し
、「
無
言
の
教
導
」
に
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
要
領
が
会
得
で
き
る
ま
で
、
練

習
を
積
む
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。 

 

行
歩
に
は
進
行
と
逆
行
と
屈
行
の
ほ
か
、
止
ま
る
と
き
の
作
法
と
し
て
の
止
立
が
あ
る
。 

（
１
）
進
行 

 

正
立
の
姿
勢
で
腰
を
据
え
る
。
背
を
の
ば
し
、
腰
に
力
を
入
れ
、
目
は
四
メ
ー
ト
ル
（
約
二
間
）
先
の
床
に
つ
け
る
。 

〈蹲踞〉 
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下
座
の
足
よ
り
進
む
。
ま
ず
、
両
足
に
等
し
く
か
か
っ
て
い
る
重
心
を
、
後
ろ
に
残
す
方
の
足
へ
静
か
に
移
す
と
と
も
に
、
軽

く
な
っ
た
方
の
足
の
爪
先
を
徐
々
に
上
げ
、
足
裏
は
静
か
に
床
を
す
り
つ
つ
、
歩
幅
だ
け
進
む
。 

 

進
め
た
足
を
止
め
る
と
と
も
に
、
後
ろ
に
あ
る
足
に
残
し
て
お
い
た
重
心
を
、
進
め
た
方
の
足
へ
と
徐
々
に
移
行
さ
せ
る
。 

 

進
め
た
足
の
爪
先
は
、
自
然
に
床
に
つ
き
、
後
ろ
に
あ
る
足
は
徐
々
に
前
に
進
み
始
め
る
。
こ
の
と
き
、
後
ろ
の
足
の
か
か
と

は
あ
ま
り
上
げ
な
い
方
が
良
い
の
で
、
後
ろ
の
足
の
膝
を
曲
げ
な
い
よ
う
に
す
る
。
膝
が
曲
が
る
と
、
か
か
と
は
自
然
に
上
が
っ

て
し
ま
う
。 

 

再
び
歩
を
進
め
、
所
定
の
所
ま
で
進
行
を
続
け
、
両
足
を
そ
ろ
え
て
立
ち
止
ま
る
。（
進
行
の
止
立
） 

（
注
） 

・
行
歩
の
作
法
と
は
、
重
心
の
滑
ら
か
な
移
動
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
姿
勢
を
正
し
て
腰
に
力
を
入
れ
、
上
体
を
動
揺
さ
せ
な
い
よ

う
に
注
意
す
る
。
歩
く
た
び
に
上
体
が
前
後
左
右
に
揺
れ
た
り
、
肩
を
い
か
ら
せ
た
り
、
反
り
身
に
な
っ
て
い
た
り
、
頭
を
垂
れ

た
り
、
背
が
丸
か
っ
た
り
す
る
と
、
見
苦
し
い
姿
勢
に
な
る
。 

・
足
の
か
か
と
の
方
に
重
心
を
の
せ
、
爪
先
を
軽
く
踏
み
出
し
て
歩
く
の
で
あ
る
が
、
爪
先
に
力
を
入
れ
て
爪
先
だ
け
で
歩
く
と
、

ぬ
き
足
、
し
の
び
足
と
い
う
、
品
の
な
い
歩
き
方
に
な
る
。 

・
左
右
の
足
は
真
っ
直
ぐ
平
行
に
踏
み
出
す
。
爪
先
を
外
に
向
け
た
外
股
や
、
爪
先
を
内
に
向
け
た
内
股
は
よ
く
な
い
。 

・
膝
を
大
き
く
曲
げ
、
か
か
と
を
高
く
上
げ
て
歩
い
た
り
、
足
裏
を
床
か
ら
離
し
て
歩
い
た
り
、
歩
幅
が
大
き
す
ぎ
た
り
、
足
音

を
立
て
た
り
す
る
の
は
見
苦
し
い
。 

・
畳
の
縁
や
敷
居
は
踏
ま
な
い
よ
う
に
心
が
け
る
。 

 

【
歩
幅
と
歩
き
方
の
緩
急
】 

行
歩
の
速
度
に
は
、
緩
歩

か

ん

ぽ

、
平
歩

へ

い

ほ

、
急
歩

き
ゅ
う
ほ

の
三
種
が
あ
る
。 

① 

緩
歩 

 

一
呼
吸
に
一
歩
の
速
さ
で
足
を
進
め
る
。
一
歩
の
歩
幅
は
、
大
体
足
裏
の
長
さ
程
度
で
あ
る
。 
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② 

平
歩 

 

一
呼
吸
に
二
歩
（
即
ち
息
を
吸
う
と
き
に
一
歩
、
吐
く
と
き
に
一
歩
）
の
速
さ
で
足
を
進
め
る
。
一
歩
の
歩
幅
は
や
や
広
く
な

り
、
進
め
た
足
と
残
っ
た
足
の
間
に
、
足
が
一
つ
入
る
程
度
で
あ
る
。 

     

③ 

急
歩 

 

一
呼
吸
に
四
歩
（
即
ち
息
を
吸
う
と
き
に
二
歩
、
吐
く
と
き
に
二
歩
）
の
速
さ
で
足
を
進
め
る
。
一
歩
の
歩
幅
は
平
歩
の
場
合

と
同
じ
程
度
で
あ
る
が
、
祭
場
の
広
さ
や
、
神
前
へ
の
距
離
な
ど
に
よ
っ
て
、
多
少
異
な
る
。 

（
注
） 

・
歩
幅
に
は
、
祭
場
の
広
さ
、
役
割
に
よ
る
歩
き
方
の
緩
急
、
背

丈
の
違
い
に
よ
っ
て
、
多
少
の
相
違
が
あ
る
。
神
前
か
ら
遠
い
所

で
は
す
こ
し
速
め
に
歩
く
が
、
神
前
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
歩
み
は

緩
や
か
に
し
、
歩
幅
は
狭
く
し
て
ゆ
く
。
ま
た
、
大
柄
の
者
ほ
ど
、

歩
幅
を
狭
く
す
る
よ
う
に
す
る
と
よ
い
。 

〈緩歩〉 〈平歩・急歩〉 

〈神前に近づいた時の歩幅〉 
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（
２
）
逆
行 

 

神
前
や
人
の
前
を
下
が
る
と
き
、
そ
の
場
で
直
ち
に
回
転
し
背
を
向
け
て
歩
き
出
す
と
礼
を
失
す
る
の
で
、
面
を
向
け
て
適
当

な
距
離
を
遠
ざ
か
る
の
が
逆
行
で
あ
る
。 

 

正
立
の
姿
勢
を
整
え
、
重
心
は
両
足
に
等
し
く
か
け
る
。 

 

重
心
を
残
る
方
の
足
に
か
け
、
退
く
方
の
足
を
軽
く
し
、
上
体
を
や
や
前
方
に
傾
け
な
が
ら
か
か
と
を
少
し
上
げ
、
足
裏
は
床

を
す
り
つ
つ
足
を
後
ろ
へ
引
く
。 

 

重
心
を
退
い
た
足
の
方
へ
徐
々
に
移
す
と
共
に
、
反
対
の
足
を
引
き
始
め
る
。 

 
重
心
の
乗
っ
た
足
の
か
か
と
は
自
然
に
床
に
つ
き
、
引
き
始
め
た
足
は
も
う
片
方
の
足
の
横
を
通
る
頃
か
ら
か
か
と
を
上
げ
る
。 

 

所
定
の
所
ま
で
逆
行
を
続
け
、
両
足
を
そ
ろ
え
て
立
つ
。
両
足
が
そ
ろ
う
と
同
時
に
、
重
心
は
左
右
の
足
に
等
し
く
か
け
、
上

体
を
起
こ
し
、
正
立
の
姿
勢
に
戻
る
。（
逆
行
の
止
立
） 

（
注
） 

・
逆
行
の
歩
数
は
、
神
前
を
退
く
と
き
は
三
歩
と
す
る
（
歩
幅
と
し
て
の
三
歩
で
は
な
く
、
動
作
と
し
て
の
三
歩
と
考
え
る
。
三

歩
目
に
回
転
の
動
作
に
移
る
こ
と
も
あ
る
。
曲
折
お
よ
び
回
転
の
項
参
照
）。
た
だ
し
、
祭
場
が
狭
い
と
き
は
歩
幅
を
小
さ
く
し

て
逆
行
す
る
こ
と
も
あ
る
。
状
況
に
応
じ
た
作
法
を
す
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。 

【
歩
行
に
お
け
る
足
の
左
右
】（
座
位
参
照
） 

進
行
す
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
下
座
の
方
よ
り
進
み
、
正
中
の
場
合
は
左
足
よ
り
進
む
。 

逆
行
す
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
上
座
の
方
よ
り
さ
が
り
、
正
中
の
場
合
は
右
足
よ
り
さ
が
る
。 

     

正
中
で
の
特
例 

原
則
（
正
中
以
外
） 

進し
ん 

左さ 
退た

い 

右ゆ
う 

 
 

起き 

右ゆ
う 

座ざ 

左さ 

進し
ん 

下げ 

退た
い 

上 

じ

ょ

う 
 

起き 

下げ 

座ざ 

上 

じ

ょ

う 
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（
３
）
屈
行 

 

神
前
や
人
前
を
横
切
る
と
き
、
敬
意
を
表
す
意
味
で
腰
を
浅
く
折
っ
て
行
歩
す
る
こ
と
を
い
う
。 

 

近
い
場
合
は
正
笏
、
正
扇
し
、
遠
い
場
合
は
持
笏
、
持
扇
し
て
、
上
体
を
三
十
度
ほ
ど
前
に
傾
け
、
三
歩
進
行
す
る
。 

 

三
歩
進
ん
だ
ら
上
体
を
起
こ
し
、
持
笏
、
持
扇
で
そ
の
ま
ま
進
む
。 

（
４
）
止
立 

 

立
ち
止
ま
る
こ
と
を
止
立
す
る
と
い
う
。 

 

進
行
の
場
合
は
、
遅
れ
て
い
る
足
（
後
の
足
）
を
進
め
て
そ
ろ
え
る
。
こ
れ
を
進
行
の
止
立
と
い
う
。 

 
逆
行
の
場
合
は
、
遅
れ
て
い
る
足
（
前
の
足
）
を
引
い
て
そ
ろ
え
る
。
こ
れ
を
逆
行
の

止
立
と
い
う
。 

２ 

曲
折 

 

九
十
度
程
曲
が
る
こ
と
を
、
曲
折
と
い
う
。 

 

曲
折
に
は
、
進
行
の
右
折
、
進
行
の
左
折
、
逆
行
の
右
折
、
逆
行
の
左
折
が
あ
る
。 

（
１
）
進
行
の
右
折 

 

正
立
の
姿
勢
よ
り
重
心
を
右
足
に
か
け
、
左
足
は
足
裏
を
す
り
な
が
ら
進
め
、
右
へ
九

十
度
ま
げ
な
が
ら
左
足
の
か
か
と
の
内
側
を
右
足
の
爪
先
に
接
す
る
。
こ
の
と
き
、
体
は

自
然
に
右
斜
め
の
方
に
向
く
。 

 

重
心
を
静
か
に
左
足
に
移
し
な
が
ら
、
右
足
を
左
足
の
前
に
踏
み
出
す
。 

実
際
の
進
行
の
右
折
で
は
、
曲
が
る
と
き
に
左
足
が
遅
れ
て
い
る
場
合
と
、
右
足
が
遅

れ
て
い
る
場
合
と
が
あ
る
。 

（
注
） 

・
進
行
の
左
折
は
、
進
行
の
左
折
に
準
ず
る
。 

  

〈進行の右折〉 〈進行の右折(右足が遅れた場合)〉 
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（
２
）
逆
行
の
右
折 

 

正
中
で
の
作
法
を
例
に
説
明
す
る
。 

 

先
ず
、
右
足
を
下
げ
る
。
続
い
て
左
足
を
下
げ
、
右
足
を
左
足
に
そ
ろ
え

て
止
立
す
る
。
重
心
を
左
足
に
移
し
、
右
足
を
少
し
引
い
て
、
そ
の
か
か
と

の
内
側
を
左
足
の
か
か
と
の
後
ろ
に
付
け
、
右
足
の
爪
先
を
右
へ
九
十
度
開

く
。
こ
の
と
き
、
体
は
自
然
に
右
斜
め
の
方
に
向
く
。 

 

重
心
を
静
か
に
右
足
へ
移
し
な
が
ら
、
左
足
を
右
足
の
前
に
踏
む
出
す
。 

（
注
） 

・
逆
行
の
後
、
直
ち
に
曲
折
す
る
場
合
は
、
両
足
を
踏
み
そ
ろ
え
ず
そ
の
ま

ま
進
ん
で
行
く
。 

・
逆
行
の
左
折
は
、
逆
行
の
右
折
に
準
ず
る
。 

・
正
中
以
外
で
の
作
法
は
、
先
ず
、
上
座
の
足
を
下
げ
、
続
い
て
下
座
の
足

を
下
げ
、
上
座
の
足
を
下
座
の
足
に
そ
ろ
え
て
止
立
す
る
。
そ
し
て
、
曲
折

す
る
方
の
足
を
踏
む
出
す
。 

３ 

回
転 

 

百
八
十
度
方
向
を
変
え
る
回
転
に
は
、
原
則
と
し
て
の
逆
行
右
回
転
と
、

例
外
の
逆
行
左
回
転
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
神
前
か
ら
下
が
る
と
き
に
用
い
ら

れ
る
。 

（
１
）
逆
行
右
回
転 

 

正
立
の
姿
勢
よ
り
、
先
ず
、
右
足
を
下
げ
る
。
続
い
て
、
左
足
を
下
げ
る
。
次
に
、
体
の
重
心
を
左
足
に
残
し
、
右
足
を
後
ろ

に
引
き
、
右
足
中
程
の
内
側
（
土
踏
ま
ず
）
を
左
足
の
か
か
と
に
付
け
、
両
足
は
Ｔ
の
字
の
形
に
な
る
。
こ
の
動
作
に
伴
っ
て
上

体
が
や
や
右
へ
回
転
す
る
。 

〈逆行の右折〉 〈逆行の左折〉 
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次
に
、
体
の
重
心
を
右
足
に
移
し
な
が
ら
、
左

足
の
中
程
内
側
（
土
踏
ま
ず
）
を
右
足
の
爪
先
に

つ
け
る
。
こ
の
と
き
、
上
体
は
自
然
に
右
斜
め
後

ろ
を
向
く
。 

 

重
心
を
左
足
に
移
す
と
同
と
き
に
、
右
足
を
回

し
て
前
方
へ
踏
み
出
す
。
上
体
は
百
八
十
度
回
転

す
る
こ
と
に
な
る
。 

 

左
図
の
よ
う
に
逆
行
し
つ
つ
回
転
す
る
。
つ
ま
り
、
三
歩
目
か
ら
回
転
を
始
め
、
五
歩
目
に
は
、
そ
の
ま
ま
前
に
踏
み
出
す
。 

（
注
） 

・
回
転
後
、
止
立
す
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
と
き
、
右
図
の
５
の
足
（
右
足
）
の
か
が
と
を
を
４
の
足(

左
足)

に
接
し
て
踏
み
そ

ろ
え
る
。 

・
曲
折
の
と
き
は
両
足
の
形
は
Ｌ
の
字
、
回
転
の
と
き
の
形
は
Ｔ
の
字
に
な
る
。 

（
２
）
逆
行
左
回
転 

 

第
一
歩
目
は
左
足
か
ら
下
が
り
、
続
い
て
右
足
を
下
げ
、
以
後
逆
行
右
回
転
の
要
領
で
左
に
回
転
す
る
。 

４ 

膝
行
・
膝
退 

 

膝
行
、
膝
退
は
、
跪
居
の
姿
勢
で
神
前
を
進
退
す
る
作
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
起
居
進
退
の
一
つ
で
あ
る
が
、
深
く
敬
意
を
表

す
作
法
で
も
あ
る
。 

 

神
前
や
人
前
に
進
み
出
る
場
合
、
目
標
地
点
ま
で
行
歩
し
て
い
き
な
り
座
る
よ
り
、
少
し
手
前
で
跪
居
に
な
り
、
上
体
を
低
く

し
て
少
し
進
ん
で
座
る
方
が
、
深
く
敬
意
を
表
す
こ
と
に
な
る
。
又
、
神
前
や
人
前
を
退
く
に
あ
っ
た
て
も
、
座
っ
て
い
る
地
点

で
直
ち
に
立
ち
上
が
る
よ
り
、
上
体
を
低
く
し
て
少
し
退
い
て
か
ら
立
ち
上
が
る
方
が
、
深
く
敬
意
を
表
す
こ
と
に
な
る
。 

 

〈逆行右回転〉 
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（
１
）
膝
行 

 

跪
居
の
姿
勢
を
整
え
る
。
即
ち
、
重
心
を
膝
の
あ
た
り
に
か
け
、
上
体
を
や

や
前
に
傾
け
、
臀
と
か
か
と
は
軽
く
接
す
る
程
度
に
す
る
。
そ
の
と
き
、
膝
を

接
し
て
お
く
。 

 

次
に
重
心
を
上
座
の
膝
の
あ
た
り
に
移
す
と
共
に
、
下
座
の
膝
を
起
こ
し
、

そ
の
足
の
爪
先
を
上
座
の
足
の
腿
の
中
程
ま
で
進
め
る
。
進
め
る
幅
に
は
個
人

差
が
あ
る
が
、
起
こ
し
た
足
の
腿
が
水
平
に
な
る
程
度
が
良
く
、
そ
の
爪
先
は

膝
頭
よ
り
前
に
出
て
は
な
ら
な
い
。 

 

進
め
た
足
の
爪
先
に
力
を
入
れ
て
踏
み
し
め
る
と
同
時
に
、
腰
に
力
を
入
れ

な
が
ら
上
体
を
前
に
進
め
る
。
こ
の
と
き
、
残
っ
て
い
る
上
座
の
足
は
、
跪
居

の
ま
ま
の
姿
勢
で
床
を
す
り
な
が
ら
前
に
進
む
。
残
っ
て
い
る
足
の
か
か
と
の

上
に
乗
っ
て
い
た
上
体
は
、
膝
が
進
む
に
つ
れ
て
次
第
に
下
座
の
足
の
か
か
と

の
上
へ
と
移
っ
て
い
く
。 

 

上
体
の
移
動
が
終
わ
っ
た
と
き
に
は
、
立
っ
て
い
た
膝
は
自
然
に
床
に
つ
き
、
重
心
も
そ
の
膝
に
移
る
。 

 

以
上
が
、「
膝
行
の
第
一
歩
」
で
あ
る
。 

 

次
に
、
上
座
の
膝
を
起
こ
し
て
、
爪
先
を
前
に
進
め
る
。 

 

膝
行
の
第
一
歩
に
準
じ
て
、
進
め
た
足
の
爪
先
を
踏
み
し
め
、
上
体
を
前
に
進
め
る
。
以
上
が
「
膝
行
の
第
二
歩
」
で
あ
る
。 

 

こ
の
作
法
を
繰
り
返
し
て
い
く
。 

 

止
ま
る
と
き
は
、
遅
れ
た
膝
を
進
め
、
両
膝
を
揃
え
て
止
ま
る
。
こ
れ
が
、「
膝
行
の
止
立
」
で
あ
る
。 

（
注
） 

・
神
前
で
の
膝
行
は
、
左
膝
よ
り
三
歩
進
む
。
つ
ま
り
、
一
歩
目
は
左
膝
を
起
こ
し
、
右
足
を
進
め
て
そ
ろ
え
る
。
二
歩
目
は
、

右
膝
を
起
こ
し
、
左
足
を
進
め
て
そ
ろ
え
る
。
三
歩
目
は
左
膝
を
起
こ
し
、
右
足
を
進
め
て
そ
ろ
え
る
。 

〈膝行〉 
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・
膝
行
に
は
、
緩
歩
、
平
歩
、
急
歩
の
別
は
な
い
が
、
歩
幅
は
神
前
に
近
付
く
に
つ
れ
て
小
さ
く
、
遠
ざ
か
る
に
つ
れ
て
大
き
く

な
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
た
だ
し
、
如
何
に
大
き
く
と
も
、
爪
先
が
膝
頭
よ
り
前
に
出
る
と
、
荒
々
し
い
作
法
に
な
る
。 

・
特
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
上
体
を
上
下
左
右
に
動
揺
さ
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
姿
勢
を
正
し
く
整
え
、
重
心
の

移
動
を
滑
ら
か
に
行
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。 

・
膝
行
す
る
と
き
、
跪
居
の
姿
勢
を
崩
し
、
腰
を
浮
か
せ
て
進
む
と
、
体
が
上
下
に
揺
れ
る
原
因
に
な
る
。 

・
膝
行
を
膝
で
進
む
も
の
と
誤
解
し
て
、
立
て
た
膝
を
床
に
つ
け
る
こ
と
ば
か
り
考
え
、
上
体
が
少
し
も
進
ま
な
い
人
が
い
る
。

膝
行
は
腰
で
進
む
も
の
で
あ
る
。 

・
跪
居
し
て
い
る
足
の
爪
先
を
の
ば
し
て
進
む
の
も
、
良
く
な
い
作
法
で
あ
る
。 

（
２
）
膝
退 

 

ま
ず
、
跪
居
の
姿
勢
を
整
え
る
。 

 

次
に
、
重
心
を
下
座
の
足
に
移
す
と
共
に
、
上
座
の
足
を
真
っ
直
ぐ
後
ろ
に
引

く
。
こ
の
と
き
、
膝
と
膝
の
間
隔
が
開
か
ぬ
よ
う
に
注
意
す
る
。
そ
れ
に
は
、
腿

の
内
側
を
す
り
な
が
ら
、
上
座
の
足
を
外
の
方
へ
引
く
気
持
ち
で
行
う
と
よ
い
。

上
体
を
や
や
前
に
傾
け
る
と
、
足
は
楽
に
引
け
、
膝
も
開
か
な
い
。 

 

以
上
が
、「
膝
退
の
第
一
歩
」
（
下
図
右
）、
い
わ
ば
予
備
動
作
で
あ
る
。 

 

次
に
、
腰
を
引
く
と
共
に
、
残
っ
て
い
る
足
に
乗
っ
て
上
体
を
、
退
い
た
足
の

上
に
移
す
。
腰
を
引
く
と
、
引
い
た
足
は
更
に
後
ろ
に
下
が
る
が
、
残
る
足
の
爪

先
は
元
の
位
置
を
動
か
さ
な
い
の
で
、
そ
の
足
の
膝
は
自
然
に
上
が
る
（
下
図
中
）。

こ
の
と
き
体
の
重
心
は
、
残
っ
て
い
る
足
の
膝
の
あ
た
り
か
ら
、
退
い
た
足
の
膝

の
あ
た
り
に
移
る
。
重
心
を
爪
先
へ
移
す
と
、
上
体
が
起
き
上
が
っ
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
、
上
体
を
や
や
前
に
傾
け
な
が
ら
、
重
心
を
膝
か
ら
膝
へ
移
行
さ
せ
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
。 

〈膝退〉 
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自
然
に
上
が
っ
た
足
の
膝
を
、
引
い
た
足
に
そ
ろ
え
て
跪
居
の
形
に
な
る
。 

 

以
上
が
、「
膝
退
の
第
二
歩
」（
前
頁
図
左
）
で
あ
る
。 

 

三
歩
目
以
降
は
、「
膝
退
の
第
一
歩
」「
膝
退
の
第
二
歩
」
を
一
度
に
行
い
、
こ
れ
を
一
歩
と
す
る
。
以
後
こ
の
よ
う
に
、
腰
を

引
い
て
か
ら
足
を
引
く
こ
と
を
繰
り
返
す
の
が
膝
退
で
あ
る
。 

 

止
ま
る
と
こ
は
、
ま
ず
腰
を
引
い
て
片
膝
を
立
て
、
そ
の
足
を
引
い
て
両
膝
を
そ
ろ
え
た
ら
、
跪
居
の
姿
勢
に
な
り
、
重
心
を

両
膝
の
あ
た
り
に
等
し
く
か
け
る
。
こ
れ
が
、「
膝
行
の
止
立
」
で
あ
る
。 

（
注
） 

・
神
前
で
の
膝
退
は
、
右
膝
よ
り
三
歩
退
く
。
つ
ま
り
、
一
歩
目
は
右
膝
を
少
し
引
く
。
二
歩
目
は
、
さ
ら
に
右
膝
を
引
き
、
左

膝
が
起
き
る
に
で
、
こ
れ
を
右
膝
に
そ
ろ
え
る
。
三
歩
目
は
一
度
の
左
膝
を
引
く
と
、
右
膝
が
起
き
る
の
で
、
こ
れ
を
左
膝
に
そ

ろ
え
る
。 

・
片
膝
を
立
て
た
ま
ま
で
止
る
動
作
を
繰
り
返
す
人
は
、
腰
を
引
い
て
足
を
引
く
と
い
う
順
序
を
誤
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
膝
退
の
第
一
歩
は
足
を
引
く
だ
け
で
、
第
二
歩
か
ら
腰
を
引
い
て
足
を
引
く
の
で
あ
る
。
第
一
歩
を
、
足
を
引
い
て
腰
を
引

く
も
の
と
勘
違
い
す
る
と
、
二
歩
目
か
ら
も
同
じ
よ
う
に
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
で
は
神
前
で
膝
を
上
げ
て
止
ま
る
形
に
な
り
、
敬

意
を
表
す
こ
と
に
な
ら
な
い
。 

・
足
を
交
互
に
引
き
ず
る
よ
う
に
し
て
膝
退
す
る
人
は
、
重
心
を
両
足
の
間
に
置
い
て
い
る
こ
と
に
原
因
が
あ
る
。
こ
れ
で
は
、

体
が
思
う
よ
う
に
動
か
な
い
。
重
心
は
片
膝
か
ら
片
膝
へ
と
移
動
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

・
上
体
を
立
て
た
ま
ま
足
を
引
く
と
、
斜
め
後
ろ
（
内
側
）
に
足
が
引
け
、
膝
が
大
き
く
開
い
て
見
苦
し
い
姿
勢
に
な
る
だ
け
で

な
く
、
後
ろ
に
引
い
た
足
が
、
次
に
引
く
足
の
邪
魔
を
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
上
体
を
や
や
前
に
傾
け
、
足
を
真
っ
直
ぐ
に
引

く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。 

（
３
）
膝
行
・
膝
退
の
心
得 

 

膝
行
の
一
歩
ー
跪
居
の
姿
勢
よ
り
一
方
の
爪
先
を
進
め
（
一
旦
膝
が
上
が
る
）、
次
に
上
体
を
進
め
る
と
膝
が
前
方
に
つ
く
。

こ
こ
ま
で
が
一
歩
で
あ
る
。
両
方
の
膝
が
床
に
つ
い
た
と
き
が
歩
数
の
切
れ
目
で
あ
り
、
膝
を
上
げ
て
止
ま
る
こ
と
は
な
い
。 
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膝
退
の
一
歩
ー
最
初
の
一
歩
は
足
を
引
く
だ
け
で
あ
る
が
、
第
二
歩
か
ら
は
、
腰
を
引
い
て
足
を
引
き
、
残
り
の
足
を
そ
ろ
え

る
ま
で
が
一
歩
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
両
膝
を
つ
い
た
と
き
が
歩
数
の
切
れ
目
で
あ
り
、
膝
を
上
げ
て
止
ま
る
こ
と
は
な
い
。 

 

膝
行
、
膝
退
の
歩
幅
ー
女
子
の
歩
幅
は
男
子
に
比
べ
て
小
さ
い
方
が
良
い
。
膝
行
の
場
合
は
進
め
る
足
の
爪
先
を
、
残
っ
た
足

の
腿
の
中
程
ぐ
ら
い
ま
で
進
め
、
膝
退
の
場
合
に
も
引
い
た
足
の
膝
頭
を
、
残
っ
て
い
る
足
の
腿
の
中
程
ぐ
ら
い
ま
で
下
げ
る
の

が
適
当
で
あ
る
。 

 

膝
行
、
膝
退
に
は
、
曲
折
、
回
転
等
の
作
法
（
奉
幣
行
事
の
幣
使
）
も
あ
る
。
自
然
な
動
作
で
行
う
と
よ
い
。 

５ 

段
の
昇
降  

階
段
を
昇
る
場
合
は
、
中
央
（
正
中
）
を
避
け
、
各
自
の
席
の
側
に
沿
っ
て
昇
る
。 

 

（
階
下
で
一
揖
の
後
、）
正
中
に
向
か
っ
て
や
や
斜
め
に
な
り
、
神
前
に
近
い
方
の
足
を
階
段
に
か
け
、
一
段
毎
に
両
足
を
踏

み
そ
ろ
え
て
昇
る
。 

 

階
段
の
一
番
上
ま
で
昇
っ
た
ら
、
正
面
に
向
き
直
る
。（
一
揖
す
る
）。 

 

階
段
を
降
り
る
場
合
も
、
こ
れ
に
準
ず
る
。（
進
行
で
降
り
る
） 

（
注
） 

・
祭
主
及
び
幣
帛
を
捧
げ
持
っ
た
者
は
、
正
中
を
昇
降
し
て
も
構
わ
な
い
。 

・
神
前
に
近
い
場
合
は
、
最
上
段
に
昇
る
と
共
に
、
直
ち
に
跪
居
に
な
っ
て
一
揖
す
る
こ
と
も
あ
る
。 

六 

敬 

礼 

 

世
界
中
に
は
色
々
な
敬
礼
作
法
が
あ
る
が
、
基
本
的
に
頭
を
た
れ
る
こ
と
は
共
通
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
身
を
地
に
な
げ
出
し

た
り
、
回
数
を
多
く
繰
り
返
す
こ
と
で
、
よ
り
敬
意
を
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。 

 

敬
礼
作
法
は
、
腰
を
折
り
、
頭
を
下
げ
る
、
揖
、
拝
、
敬
礼
等
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
起
座
、
進
退
等
の
作

法
も
、
敬
意
を
表
す
作
法
の
一
つ
で
あ
る
。 

 

敬
礼
作
法
は
、
い
わ
ば
敬
意
を
表
現
す
る
こ
と
を
専
門
に
し
て
い
る
作
法
と
言
え
る
。
こ
こ
で
は
、
揖
、
拝
、
敬
礼
、
拍
手
、

拝
礼
、
叉
手
に
つ
い
て
の
べ
る
。 
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１ 

揖 

 

揖
は
、
腰
を
折
っ
て
敬
意
を
表
す
作
法
の
一
つ
で
あ
り
、
拝
、
敬
礼
に
次
ぐ
敬
礼
作
法

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
普
通
礼
に
お
け
る
会
釈
に
相
当
し
、
敬
礼
の
中
で
は
最
も
多
く
使
わ

れ
て
い
る
。 

 

揖
は
、
座
の
起
着
、
列
の
離
就
、
階
段
の
昇
降
、
殿
舎
の
出
入
り
、
物
品
の
授
受
、
尊

前
の
進
退
、
行
事
の
前
後
、
沓
の
着
脱
等
の
と
き
に
、
自
己
の
礼
と
し
て
行
う
。 

 

揖
に
は
深
揖
と
小
揖
が
あ
り
、
ま
た
座
揖
と
立
揖
の
別
が
あ
る
。 

（
１
）
座
揖
に
お
け
る
深
揖
と
小
揖 

 

正
座
し
て
、
持
笏
、
持
扇
か
ら
正
笏
、
正
扇
に
な
り
、
姿
勢
を
正
す
。 

 

次
に
、
笏
尾
、
桧
扇
の
要
（
つ
ま
り
両
手
）
を
と
共
に
、
腰
を
折
る
。
こ
の
場
合
、
笏
尾
、
桧
扇
の
要
を
腹
部
に
引
き
付
け
る

の
と
、
腰
を
折
る
の
と
が
同
と
き
に
行
わ
れ
る
。
手
を
引
き
付
け
て
か
ら
腰
を
折
る
の
で
も
、
腰
を
折
っ
て
か
ら
手
を
引
き
付
け

る
の
で
も
な
い
。 

 

伏
す
角
度
は
、
深
揖
は
概
ね
六
十
度
、
小
揖
は
三
十
度
で
あ
る
。 

 

伏
し
て
い
る
時
間
は
、
深
揖
で
お
よ
そ
二
呼
吸
程
度
、
小
揖
で
一
呼
吸
程
度

で
あ
る
。 

 

次
に
、
笏
、
桧
扇
を
腹
部
に
付
け
た
ま
ま
上
体
を
起
こ
し
、
続
い
て
正
笏
、

正
扇
の
姿
勢
に
な
る
。 

 

次
に
、
持
笏
、
持
扇
の
姿
勢
に
な
る
。 

 

体
を
起
こ
し
て
か
ら
、
笏
、
桧
扇
の
始
末
す
る
こ
と
を
、「
揖
を
解
く
」
と
言
う
。 

（
注
） 

・
笏
、
桧
扇
に
か
け
る
指
は
、
い
ず
れ
も
水
平
に
な
る
よ
う
心
掛
け
る
。 

・
伏
し
た
姿
勢
は
、
頭
を
下
げ
る
の
で
は
な
く
、
腰
を
折
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
姿
勢
を
正
し
く
し
て
、
袴
の
後
、
腰
の
あ

 
 
 
 
 
 
 
 

深
揖 

 
 
 
 
 
 
 

座
揖 

 

小
揖 

揖 

深
揖 

立
揖 

小
揖 

〈座揖（小揖）〉 
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た
り
に
力
を
集
中
さ
せ
る
と
よ
い
。
腰
に
力
が
入
れ
ば
、
自
然
に
顎
が
引
け
、
胸
が
張
り
、
腹
が
引
け
、
背
筋
が
伸
び
て
上
体
が

正
し
く
整
う
。
そ
の
腰
の
力
を
抜
か
ず
に
、
腰
を
折
る
の
で
あ
る
。 

・
伏
す
途
中
で
、
体
が
崩
れ
て
背
が
丸
く
な
っ
た
り
、
顎
が
出
て
頭
が
上
が
っ
た
り
、
頭
ば
か
り
を
垂
ら
し
た
り
す
る
の
は
、
腰

の
力
が
抜
け
て
い
る
か
、
他
の
部
分
に
力
が
入
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
正
座
、
正
立
の
姿
勢
を
崩
さ
ず
に
、
上
体
を
前

に
傾
け
る
こ
と
で
あ
る
。 

・
笏
、
桧
扇
の
先
が
体
か
ら
あ
ま
り
離
れ
な
い
よ
う
に
す
る
。 

・
動
作
と
呼
吸
と
は
、
深
く
関
係
が
あ
る
。
敬
礼
作
法
に

あ
っ
て
は
、
姿
勢
が
く
ず
れ
な
い
よ
う
、
息
を
吸
い
つ
つ

伏
す
の
が
常
で
あ
る
か
ら
、
深
揖
は
息
を
吸
い
つ
つ
伏
し
、

次
に
息
を
吐
き
、
息
を
吸
い
、
そ
し
て
息
を
吐
き
な
が
ら

起
き
る
こ
と
に
な
る
。 

・
座
揖
の
深
揖
は
、
本
教
祭
式
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
こ

と
は
あ
ま
り
な
い
。
祭
詞
奏
上
の
前
後
に
笏
、
桧
扇
を
持

た
ず
行
う
の
み
で
あ
る
。 

（
２
）
立
揖
に
お
け
る
深
揖
と
小
揖 

 

立
揖
が
座
揖
と
異
な
る
点
は
、
笏
、
桧
扇
を
腹
部
に
引
き
付

け
る
に
あ
た
り
、
腰
を
い
さ
さ
か
後
ろ
に
引
い
て
、
体
の
重
心

を
安
定
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

正
立
の
場
合
の
重
心
は
、
両
足
の
土
踏
ま
ず
の
前
あ
た
り
に

か
か
っ
て
い
る
が
、
上
体
を
傾
け
る
に
つ
れ
て
、
次
第
に
土
踏

ま
ず
の
後
あ
た
り
へ
重
心
が
移
っ
て
行
く
。 

 

上
体
を
起
こ
す
場
合
は
こ
の
逆
に
な
る
。 

〈立揖（小揖）〉 〈立揖（深揖）〉 
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（
注
） 

・
立
揖
は
立
拝
と
混
同
し
や
す
い
の
で
、
区
別
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
。 

・
立
揖
及
び
立
拝
で
腰
を
折
る
と
き
、
膝
を
曲
げ
な
い
よ
う
に
す
る
。 

・
祭
詞
奏
上
、
神
饌
伝
供
、
祭
具
を
持
っ
た
と
き
等
の
揖
は
、
笏
、
桧
扇
を
持
た
な
い
で
、
祭
具
、
祭
詞
を
持
っ
た
ま
ま
、
あ
る

い
は
叉
手
（
後
述
）
で
行
う
。 

（
３
）
揖
を
解
く
作
法 

 

揖
は
、
祭
典
中
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
作
法
が
粗
略
に
な
っ
た
り
乱
雑
に
な
り
や
す
い
の
で
、
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
、

揖
を
解
く
作
法
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

笏
、
桧
扇
は
体
と
平
行
に
保
つ
が
、
揖
の
作
法
で
上
体
を
伏
し
た
と
き
は
、
笏
尾
、
桧
扇
の
要
は
腹
部
に
つ
い
て
お
り
、
笏
頭
、

桧
扇
の
先
端
は
胸
か
ら
や
や
離
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
上
体
を
起
こ
す
と
笏
、
桧
扇
は
い
さ
さ
か
前
に
傾
い
て
い
る
。 

 

そ
こ
で
、
両
手
は
腹
部
に
つ
け
た
ま
ま
で
、
笏
頭
、
桧
扇
の
先
端
を
静
か
に
起
こ
し
て
、
笏
、
桧
扇
を
真
っ
直
ぐ
に
立
て
る
。 

 

つ
ま
り
、
正
笏
、
正
扇
に
な
っ
て
か
ら
、
持
笏
、
持
扇
の
姿
勢
に
な
る
。「
起
き
て
か
ら
割
る
」
ま
た
は
「
起
き
て
か
ら
閉
じ

る
」
と
覚
え
る
。 

２ 

拝 

 

上
体
を
伏
し
て
敬
意
を
表
す
敬
礼
作
法
の
中
で
は
最
も
重
い
も
の
が
、
一
拝
、
再
拝
、
両
段
再
拝
で
あ
る
。 

（
１
）
座
拝 

 

正
座
し
、
持
笏
、
持
扇
の
姿
勢
よ
り
、
正
笏
、
正
扇
に
な
っ
て
姿
勢
を
正
す
。 

 

次
に
、
笏
頭
、
桧
扇
の
先
端
を
目
通
り
（
目
の
高
さ
）
ま
で
垂
直
に
上
げ
る
。 

 

次
に
、
笏
、
桧
扇
を
膝
前
に
し
、
背
を
平
に
し
て
伏
せ
る
。
つ
ま
り
、
上
体
は
真
っ
直
ぐ
に
し
た
ま
ま
で
、
腰
に
力
を
入
れ
て

上
体
を
前
に
傾
け
て
行
く
と
、
や
が
て
笏
、
桧
扇
を
持
っ
た
手
は
膝
前
の
床
に
つ
く
。
そ
し
て
、
笏
、
桧
扇
を
持
っ
た
両
手
を
、

膝
頭
に
軽
く
接
す
る
よ
う
に
手
前
に
少
し
引
き
付
け
な
が
ら
、
背
が
平
ら
に
な
る
ま
で
上
体
を
伏
せ
る
。
手
の
甲
は
床
に
つ
け
る
。 

 

伏
し
て
い
る
時
間
は
、
二
か
ら
三
呼
吸
程
度
で
あ
る
。 
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伏
し
た
と
き
、
笏
、
桧
扇
は
床
と
平
行
に
な
り
、
鼻
は
笏
、
桧
扇
の
中
程
に

あ
る
。 

 

次
に
、
上
体
を
起
こ
し
て
、
持
笏
、
持
扇
の
姿
勢
に
な
る
。
笏
の
場
合
は
、

上
体
を
起
こ
し
つ
つ
、
両
手
が
膝
の
辺
り
に
達
し
た
頃
割
り
は
じ
め
、
更
に
上

体
を
起
こ
し
て
持
笏
の
姿
勢
に
な
る
。
「
起
き
な
が
ら
割
る
」
と
覚
え
る
。
桧

扇
の
場
合
は
、
上
体
を
起
こ
し
つ
つ
、
両
手
が
膝
頭
の
辺
り
に
達
し
た
と
き
に

閉
じ
、
左
手
を
扇
の
上
端
に
移
し
、
更
に
上
体
を
起
こ
し
て
持
扇
の
姿
勢
に
な

る
。
「
起
き
な
が
ら
閉
じ
る
」
と
覚
え
る
。 

 

上
体
を
伏
す
に
従
っ
て
目
を
閉
じ
、
起
こ
す
に
従
っ
て
目
を
開
く
。 

（
注
） 

・
上
体
を
前
に
た
お
す
に
従
っ
て
、
自
然
に
少
し
膝
を
開
き
、
腹
部
を
そ
の
間

に
入
れ
る
よ
う
に
す
る
。
又
、
起
き
る
と
き
に
は
、
上
体
を
起
こ
す
に
従
っ
て

膝
を
閉
じ
、
元
の
形
に
戻
る
。 

・
伏
し
た
と
き
、
肘
は
膝
の
上
に
置
か
な
い
し
、
又
、
床
に
も
つ
け
な
い
。 

・
正
笏
、
正
扇
の
と
き
、
笏
、
桧
扇
と
上
体
と
の
間
隔
は
、
握
り
こ
ぶ
し
を
一

つ
入
れ
た
く
ら
い
離
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
笏
、
桧
扇
を
目
通
り
ま
で
上
げ
た

と
き
も
、
笏
、
桧
扇
と
顔
の
間
隔
は
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
笏
頭
、
桧

扇
の
先
端
が
前
に
傾
い
た
り
、
顔
に
近
寄
っ
た
り
す
る
の
は
悪
い
形
で
あ
る
。
笏
、
桧
扇
を
持
つ
手
が
斜
め
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
原
因
で
あ
る
。 

・
目
通
り
ま
で
笏
頭
、
桧
扇
の
先
端
を
上
げ
る
に
当
り
、
手
が
体
か
ら
遠
の
い
た
り
、
体
に
近
寄
っ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
又
、

笏
、
桧
扇
だ
け
を
上
げ
よ
う
と
す
る
と
、
肘
と
肘
の
間
隔
が
狭
く
な
る
。
ま
た
、
肩
や
肘
に
力
が
入
っ
た
形
に
な
る
。
肘
も
い
っ

し
ょ
に
上
げ
る
よ
う
な
心
持
ち
で
目
通
り
ま
で
上
げ
る
と
よ
い
。 

〈座拝〉 
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・
力
は
腰
に
集
中
さ
せ
、
他
の
部
分
に
は
力
を
入
れ
な
い
。
こ
の
腰
の
力
で
も
っ
て
次
に
上
体
を
伏
す
の
で
あ
る
。 

・
伏
し
た
と
き
、
頭
も
肩
も
背
も
腰
も
臀
も
、
す
べ
て
平
ら
に
な
る
の
が
最
も
良
い
姿
勢
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
、
腰
の
力
が
上

体
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
上
体
を
支
え
る
た
め
に
腕
を
突
っ
張
る
の
は
よ
く
な
い
。
そ
う
な
る
の
は
、
姿
勢
が
崩
れ
、
腰
の

力
が
抜
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
背
が
丸
く
な
っ
た
り
、
臀
が
上
が
っ
た
り
、
頭
だ
け
下
が
っ
た
り
、
顎
が
出
て
頭
が
上
が
る
と

い
っ
た
見
苦
し
い
形
に
な
る
原
因
も
す
べ
て
こ
こ
に
あ
る
。 

・
体
型
に
あ
っ
た
作
法
を
見
い
だ
す
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
要
す
る
に
背
が
平
ら
に
な
る
ま
で
伏
せ
ば
良
い
の
で
あ
る
。 

（
２
）
立
拝 

 
正
立
の
持
笏
、
持
扇
の
姿
勢
よ
り
、
正
笏
、
正
扇
に
な

っ
て
姿
勢
を
正
す
。 

 

次
に
、
笏
頭
、
桧
扇
の
先
端
を
目
通
り
（
目
に
高
さ
）

ま
で
垂
直
に
上
げ
、
続
い
て
、
上
体
を
倒
す
。
正
笏
、
正

扇
の
手
は
、
腹
部
の
臍
よ
り
や
や
下
に
つ
け
、
笏
、
桧
扇

は
床
と
平
行
に
す
る
。
倒
し
た
上
体
は
床
に
対
し
て
六
十

度
程
度
で
止
め
る 

 

次
に
、
上
体
を
起
こ
し
て
持
笏
、
持
扇
の
姿
勢
に
な
る
。

笏
の
場
合
は
、
上
体
を
起
こ
し
つ
つ
割
り
、
起
き
た
と
き

に
は
持
笏
の
姿
勢
に
な
る
。
桧
扇
の
場
合
は
、
上
体
を
起
こ
し
つ
つ
扇
を
閉
じ
、
起
き
た
と
き
に
は
持
扇
の
姿
勢
に
な
る
。 

 

伏
し
て
い
る
時
間
は
、
座
拝
と
同
様
二
か
ら
三
呼
吸
で
あ
る
。 

（
３
）
再
拝 

 

一
拝
が
終
わ
っ
て
、
も
う
一
度
拝
を
す
る
こ
と
を
い
う
。
つ
ま
り
拝
を
重
ね
る
最
敬
礼
で
あ
る
。 

 

座
拝
、
立
拝
と
も
、
一
拝
し
て
上
体
を
起
こ
す
と
き
、
途
中
で
笏
、
桧
扇
を
持
笏
、
持
扇
に
戻
さ
ず
直
ぐ
に
、
正
笏
、
正
扇
の

姿
勢
と
な
っ
て
か
ら
、
更
に
一
拝
を
重
ね
る
。 

〈立拝〉 
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（
４
）
両
段
再
拝 

 

こ
の
両
段
再
拝
は
、
拝
の
中
で
最
も
重
い
作
法
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
再
拝
を
、
作
法
の
前
と
後
に
行
う
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
作
法
は
、
祭
詞
奏
上
、
奉
幣
行
事
等
の
と
き
に
行
わ
れ
る
。
詳
し
く
は
、
行
事
作
法
の
各
項
で
述
べ
る
。 

３ 

敬
礼 

 

敬
礼
に
は
、
深
い
敬
礼
と
浅
い
敬
礼
が
あ
る
。
以
前
に
は
平
伏
（
へ
い
ふ
く
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。 

 

深
い
敬
礼
は
、
祭
詞
奏
上
の
間
に
他
の
祭
員
が
行
う
。
捲
簾
の
間
、
こ
の
敬
礼
を
行
う
こ
と
も
あ
る
。 

浅
い
敬
礼
は
、
拝
詞
を
奉
唱
の
前
に
、
こ
れ
を
行
う
。
又
、
取
次
唱
詞
奉
唱
、
天
地
書
附
奉
体
の
と
き
、
最
初
に
浅
い
敬
礼
と

な
り
、
先
唱
者
が
「
生
神
金
光
大
神
」
ま
で
先
唱
し
た
ら
、
正
笏
、
正
扇
し
て
奉
唱
す
る
。 

（
参
考
）
開
扉
、
閉
扉
の
間
に
行
う
の
は
深
い
敬
礼
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 

大
麻
の
祓
い
を
受
け
る
と
き
、
典
礼
が
開
扉
の
警
蹕

け
い
ひ
つ

を
か
け
る
と
き
は
浅
い
敬
礼
の
形
を
と
る
。 

（
１
）
深
い
敬
礼 

 

正
座
し
、
正
笏
、
正
扇
し
て
姿
勢
を
正
す
。 

 

次
に
、
笏
、
桧
扇
を
膝
前
に
下
ろ
し
、
両
手
が
床
に
着
い
た
ら
そ
れ
を
膝
頭

に
軽
く
接
す
る
よ
う
に
手
前
に
引
き
付
け
な
が
ら
、
背
が
平
ら
に
な
る
ま
で
上

体
を
伏
せ
る
。（
座
拝
の
伏
し
た
形
と
同
じ
） 

 

祭
詞
奏
上
等
が
終
わ
っ
て
か
ら
（
典
礼
の
「
直
る
」
と
い
う
号
令
が
あ
る
）
、

上
体
を
起
こ
し
つ
つ
持
笏
、
持
扇
の
姿
勢
に
な
る
。（「
起
き
な
が
ら
割
る
」「
起

き
な
が
ら
閉
じ
る
」） 

（
２
）
浅
い
敬
礼 

 

正
座
し
、
正
笏
、
正
扇
し
て
姿
勢
を
正
す
。 

 

次
に
、
笏
、
桧
扇
を
膝
前
に
下
ろ
し
、
両
手
が
床
に
着
い
た
ら
、
両
肘
を
や

や
屈
し
て
背
が
床
に
対
し
て
約
六
十
度
ま
で
伏
す
。
こ
の
と
き
、
笏
、
桧
扇
は

〈浅い敬礼〉 
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上
体
と
平
行
に
な
る
。 

 

終
わ
っ
て
上
体
を
起
こ
し
つ
つ
持
笏
、
持
扇
の
姿
勢
に
な
る
。 

（
注
） 

 

・
笏
、
桧
扇
は
目
通
り
ま
で
上
げ
ず
、
上
体
を
倒
す
。
深
い
敬
礼
の
最
後
の
形
は
拝
に
な
る
。
こ
の
と
き
、
腰
を
折
っ
て
い
る
時

間
は
、
そ
の
行
事
が
終
わ
る
ま
で
で
あ
る
。 

・
拝
詞
集
を
持
っ
た
と
き
は
、
先
唱
役
以
外
の
祭
員
も
浅
い
敬
礼
を
す
る
こ
と
に
な
る
。 

・
立
礼
や
、
椅
子
に
座
っ
て
の
作
法
の
場
合
、
浅
い
敬
礼
、
深
い
敬
礼
の
区
別
は
な
く
、
敬
礼
は
一
種
類
で
あ
る
。（
後
述
） 

４ 

拍
手 

 

拍
手
に
は
、
四
拍
手
、
拍
交
拍
手
、
忍
手
の
三
種
が
あ
る
。 

（
１
）
四
拍
手 

 

両
手
を
両
膝
の
中
程
に
置
く
。 

 

ま
ず
、
両
手
の
手
の
ひ
ら
を
膝
頭
ま
で
す
り
出
す
心
持
ち
で
、
お
も
む
ろ
に
前

方
に
上
げ
、
指
先
を
そ
ろ
え
、
手
の
ひ
ら
を
合
わ
す
。
こ
の
と
き
、
指
と
指
の
間

は
開
か
な
い
。
ま
た
指
先
を
極
端
に
下
げ
た
り
、
上
げ
た
り
し
な
い
。 

正
座
の
と
き
の
視
線
上
に
、
合
わ
せ
て
手
の
中
指
の
先
が
く
る
。
お
お
む
ね
、

肩
と
同
じ
の
高
さ
に
な
る
。 

 

次
に
、
右
手
を
少
し
手
前
に
引
く
。
関
節
一
つ
分
く
ら
い
。 

 

左
右
の
手
を
肩
幅
く
ら
い
に
開
き
、
お
も
む
ろ
に
打
ち
合
わ
せ
る
。 

 

打
ち
終
わ
っ
た
ら
、
少
し
引
い
た
右
手
を
も
ど
し
、
両
手
の
指
を
合
わ
せ
る
。 

 

両
手
を
下
ろ
し
、
手
の
ひ
ら
で
両
膝
を
擦
る
心
持
ち
で
、
膝
の
中
程
に
戻
す
。 

 

拍
手
の
後
で
拝
を
行
う
場
合
は
、
両
手
を
下
ろ
し
な
が
ら
把
笏
、
把
扇
し
、
正

笏
、
正
扇
に
な
っ
て
拝
を
行
う
。 

〈拍手〉 
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（
注
） 

・
指
は
全
て
離
さ
な
い
よ
う
に
す
る
と
共
に
、
拍
手
の
前
後
に
は
必
ず
両
手
指
先
を
揃
え
る
。 

・
手
の
開
き
方
を
、
広
く
し
す
ぎ
た
り
狭
く
し
す
ぎ
た
り
し
な
い
こ
と
。
ま
た
、
合
わ
せ
た
両
手
の
先
が
上
が
り
す
ぎ
た
り
、
顔

に
近
寄
っ
た
り
し
な
い
こ
と
。 

・
拍
手
の
と
き
、
視
線
と
姿
勢
を
正
し
く
保
ち
、
頭
を
振
っ
た
り
、
上
体
を
揺
り
動
か
さ
な
い
。 

・
昭
和
五
十
八
年
、
拍
手
は
四
拍
手
と
定
め
ら
れ
た
。
そ
れ
以
前
は
、
拍
手
は
二
拍
手
を
原
則
と
し
、
四
拍
手
は
特
に
重
い
拍
手

で
あ
っ
た
。 

（
２
）
拍
交
拍
手 

 

奉
幣
行
事
の
最
後
に
、
奉
幣
役
と
幣
使
が
交
互
に
二
拍
手
づ
つ
す
る
の
を
い
う
。 

 

奉
幣
役
が
先
に
打
つ
。 

 

一
人
が
四
拍
手
し
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
よ
う
、
二
人
で
合
わ
せ
る
こ
と
を
心
が
け
る
。 

 

作
法
は
四
拍
手
と
同
じ
。 

（
３
）
忍
手 

 

葬
儀
の
と
き
に
用
い
る
作
法
で
、
音
を
立
て
ず
に
軽
く
打
つ
作
法
を
い
う
。（
四
拍
手
） 

 

原
則
と
し
て
、
遺
骸
の
前
で
の
み
使
用
す
る
。 

 

作
法
は
四
拍
手
と
同
じ
。 

５ 

拝
礼 

 

祭
典
の
着
座
後
、
退
下
の
前
、
玉
串
奉
奠
時
等
に
行
う
一
拝
四
拍
手
一
拝
を
、
拝
礼
と
い
う
。 

 

先
ず
、
一
拝
を
す
る
。
引
続
き
拍
手
な
の
で
、
拝
か
ら
起
き
る
と
同
時
に
懐
笏
、
懐
扇
の
作
法
に
移
る
。 

 

拍
手
を
し
た
後
、
把
笏
し
、
一
拝
を
す
る
。 
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（
参
考
）
以
前
は
、
着
座
後
、
修
祓
の
行
事
が
終
わ
っ
た
と
き
、
退
下
の
前
な
ど
に
、
対
揖
（
又
は
一
揖
）
と
共
に
退
手
（
さ

が
り
て
）
と
し
て
一
拝
二
拍
手
一
拝
が
行
わ
れ
て
い
た
。 

 

ま
た
、
玉
串
奉
奠
時
の
拝
礼
で
は
、「
祭
員
雁
列

が
ん
れ
つ

」
と
い
う
号
令
と
共
に
、
祭
員
は
神
前
の
方
に
斜
め
向
き
に
な
り
、

祭
主
に
合
わ
せ
て
一
拝
二
拍
手
一
拝
を
行
っ
て
い
た
。
今
で
も
、
時
と
場
合
に
よ
っ
て
は
、
対
揖
、
雁
列
が
行
わ
れ
て

い
る
。 

 
 
 
 
 
 

６ 
叉
手 

 

こ
の
作
法
は
、
献
饌
、
撤
饌
の
間
、
祭
具
進
撤
の
前
後
等
、
手
に
物
を
持
た
な
い
と
き
に
行
う
作
法
で
あ
る
。 

 
四
指
と
親
指
を
、
左
を
上
、
右
を
下
に
正
し
く
交
叉
し
て
下
腹
部
正
面
に
軽
く
置
く
。
上
体
は
自
然
に
や
や
前
に
傾
く
。 

 

手
を
交
叉
す
る
と
き
、
指
の
間
を
開
い
た
り
、
手
を
固
く
握
り
合
わ
さ
な
い
こ
と
。 

 

叉
手
の
ま
ま
揖
を
行
う
と
き
に
は
、
や
や
前
に
傾
い
て
い
る
上
体
を
一
度
真
っ
直
ぐ
に
立
て
、
敬
意
を
表
す
対
象
に
着
目
し
た

後
に
行
う
。 

           

〈叉手〉 



 -44- 
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第
三
部 

行
事
作
法 

 

 
一 
祭
具
の
進
撤 

１ 
三
段
・
三
持
・
三
手 

 

祭
具
の
進
撤
に
は
、
三
段
、
三
持
、
三
手
と
い
う
基
本
の
手
の
扱
い
方
が
あ
る
。 

（
１
）
三
段 

 
物
を
持
つ
と
き
の
、
標
準
と
な
る
高
さ
の
こ
と
で
、
三
通
り
あ
る
。 

①
目
の
高
さ
に
持
つ
も
の 

 

神
饌
、
三
方
、
御
献
備
を
入
れ
た
箱
な
ど
。 

②
胸
の
高
さ
に
持
つ
も
の 

 

祭
詞
、
玉
串
、
案
、
奉
幣
、
大
麻
な
ど
。 

③
腰
（
腹
又
は
帯
）
の
高
さ
に
持
つ
も
の 

 

膝
衝
、
薦こ

も

、
椅
子
な
ど
。 

（
２
）
三
持 

 

物
を
持
つ
と
き
の
手
の
様
子
の
こ
と
で
、
三
通
り
あ
る
。 

①
捧
げ
持
ち 

 

上
位
の
人
に
物
を
手
渡
す
と
き
、
手
の
ひ
ら
を
上
に
向
け
、
捧
げ
る
よ
う
に
渡
す
。（
後
取
が
祭
主
に
祭
詞
を
渡
す
と
き
等
） 

②
進
め
持
ち 

 

同
じ
所
役
同
士
の
と
き
は
、
手
の
ひ
ら
を
向
か
い
合
わ
せ
て
渡
す
。（
賛
者
が
玉
串
案
を
手
次
ぐ
と
き
等
） 

③
授
け
持
ち 

 

下
位
の
人
に
物
を
手
渡
す
と
き
、
手
の
ひ
ら
を
下
に
向
け
、
授
け
る
よ
う
に
渡
す
。（
祭
主
が
後
取
に
祭
詞
を
渡
す
と
き
等
） 
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（
３
）
三
手 

物
を
持
つ
と
き
の
持
つ
位
置
の
こ
と
で
、
三
通
り
あ
る
。 

①
上
手

か

み

て 

 

上
位
の
者
は
物
の
上
部
を
取
る
。（
祭
主
、
奉
幣
役
が
、
物
を
受
け
取
る
と
き
等
） 

②
中
手

な

か

て 

 

同
じ
所
役
同
士
の
者
は
物
の
同
じ
部
位
を
持
つ
。（
手
長
が
三
方
を
授
受
す
る
と
き
等
） 

③
下
手

し

も

て 

 
下
位
の
物
は
物
の
下
部
を
取
る
。（
後
取
、
幣
使
が
、
物
を
受
け
取
る
と
き
等
） 

２ 

祭
具
の
持
ち
方 

 

祭
具
を
扱
う
場
合
、
指
の
間
が
開
か
な
い
よ
う
、
常
に
正
し
く
そ
ろ
え
る
。
物
に
よ
っ
て
は
親
指
だ
け
離
し
て
持
つ
こ
と
も
あ

る
が
、
他
の
四
指
は
必
ず
そ
ろ
え
る
。
又
、
親
指
を
祭
具
の
上
部
に
か
け
た
り
、
目
立
つ
よ
う
に
突
き
出
し
て
は
い
け
な
い
。 

（
１
）
祭
詞
・
玉
串
・
奉
幣
・
大
麻
な
ど 

 

右
手
は
手
の
ひ
ら
を
下
に
向
け
、
左
手
は
手
の
ひ
ら
を
上
に
向
け
て
、
胸
の
辺
り
に
、
左
高
に
斜
め
に
持
つ
。 

 

両
手
の
間
隔
は
、
物
の
大
小
に
よ
っ
て
適
当
に
変
え
る
が
、
大
体
に
お
い
て
間
隔
を
余
り
広
く
し
な
い
方
が
よ
い
。 

 

奉
幣
、
大
麻
等
は
、
跪
居
又
は
着
座
す
る
と
き
、
紙
垂
（
し
で
）
の
下
端
が
床
に
触
れ
な
い
よ
う
に
心
が
け
る
。
ま
た
、
木
串

の
下
は
に
ぎ
り
こ
ぶ
し
一
つ
分
あ
け
て
持
つ
よ
う
に
し
、
両
手
の
間
隔
は
肩
幅
程
度
に
す
る
。 

 
 
 
 
 

 

〈祭詞・玉串の持ち方〉 

〈奉幣の持ち方〉 
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（
２
）
膝
衝 

 

膝
衝
は
折
り
た
た
ん
だ
後
、
開
く
方
（
合
わ
せ
目
）
を
上
に
し
て
自
分
の
方
に
向

け
、
左
手
の
手
の
ひ
ら
の
上
に
の
せ
る
。 

 

右
手
は
、
親
指
を
上
側
に
、
四
指
を
下
側
に
し
て
、
右
横
よ
り
挟
み
持
つ
。 

 

腰
の
辺
り
に
、
左
高
に
斜
め
に
持
つ
。 

（
３
）
三
方
・
小
案
な
ど 

 

両
手
を
同
じ
高
さ
に
し
て
持
つ
。 

 
三
方
は
、
人
差
し
指
と
中
指
を
折
敷

お

し

き
（
鏡
板
）の
裏
に
、薬
指
と
小
指
を
折
櫃

お

ひ

つ
（
胴
、

台
）
に
当
て
、
親
指
は
折
敷
の
下
の
縁
に
沿
っ
て
か
け
る
。
中
指
を
奥
の
角
に
そ
わ

せ
る
つ
も
り
で
持
つ
と
よ
い
。 

 

左
右
よ
り
中
に
押
し
付
け
る
よ
う
に
し
て
、
目
の
高
さ
に
持
つ
。 

 

薬
指
、
小
指
を
三
方
の
眼
象

が
ん
ぞ
う

（
穴
）
に
か
け
た
り
、
親
指
を
折
敷
の
上
に
か
け
た
り
し
な

い
。 

 

小
案
は
、
両
手
の
そ
れ
ぞ
れ
親
指
を
内
側
に
、
四
指
を
外
側
に
し
て
、
両
脚
の
部
分
を
挟

み
持
ち
、
胸
の
高
さ
に
持
つ
。 

 

親
指
を
上
に
か
け
た
り
、
脚
の
間
に
四
指
を
入
れ
て
握
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。 

（
４
）
大
案 

 

右
手
は
、
小
案
と
同
じ
よ
う
に
し
て
一
方
の
脚
を
持
ち
、
左
手
は
、
案
の
中
程
を

下
裏
か
ら
支
え
て
持
つ
。 

 

二
人
で
持
つ
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
外
側
の
手
で
脚
を
、
内
側
の
手
で
下
裏
を
支
え

て
持
つ
。 

 

〈膝衝の持ち方〉 〈小案の持ち方〉 〈三方の持ち方〉 〈大案の持ち方〉 
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（
５
）
奉
幣
台
等 

 

左
手
の
手
の
ひ
ら
を
上
に
向
け
て
物
の
下
か
ら
重
さ
を
支
え
る
よ
う
に
持
ち
、
右

手
を
上
（
横
）
に
し
て
適
当
な
所
を
持
ち
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
よ
う
に
持
つ
。 

 

そ
の
他
、
台
の
あ
る
物
（
大
麻
等
）
や
、
横
に
し
て
持
て
な
い
物
等
も
、
こ
れ
に

準
ず
る
。 

（
注
） 

・
祭
具
を
神
前
に
進
め
る
と
き
、
三
方
類
は
折
敷
に
縫
目
の
無
い
方
を
、
案
は
脚
の

あ
り
木
口
（
差
し
込
み
口
）
の
見
え
る
方
を
神
前
に
向
け
る
。 

 
 
 
 
 

・
神
饌
、
奉
幣
等
を
捧
げ
持
っ
て
神
前
に
向
か
う
と
き
は
、
正
中
を
進
ん
で
も
よ
い

が
、
空
手
の
と
き
は
や
や
正
中
を
避
け
る
。 

３ 

賛
者
の
作
法
（
案
・
膝
衝
） 

（
１
）
玉
串
案
を
設
け
る
と
き 

 

先
ず
、
自
席
に
て
小
揖
、
起
座
の
後
、
祭
具
置
場
に
進
ん
で
行
く
。（
祭
具
置
場
が
前
方
ま
た
は
下
座
の
方
に
あ
る
と
き
は
進

む
起
座
に
て
進
み
、
後
方
に
あ
る
と
き
は
回
転
起
座
し
て
進
む
） 

 

次
に
、
案
の
置
い
て
あ
る
前
で
止
立
し
、
小
揖
、
跪
居
の
後
、
す
ぐ
懐
笏
・
懐
扇
（
挿
笏
）
し
て
、
案
を
胸
高
に
持
ち
、
回
転

起
座
に
て
立
つ
。 

 

次
に
、
神
前
の
案
を
設
け
る
べ
き
位
置
の
数
歩
手
前
で
止
立
し
、
跪
居
、
膝
行
（
三
歩
）
の
後
、
静
か
に
案
を
置
き
、
脚
の
下

部
を
持
っ
て
少
し
前
に
進
め
る
。 

 

次
に
、
叉
手
、
膝
退
（
三
歩
）
し
て
、
跪
居
の
ま
ま
把
笏
・
把
扇
し
、
小
揖
の
後
、
退
く
起
座
で
座
を
立
ち
、
更
に
、
小
揖
、

逆
行
右
回
転
（
祭
場
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
は
、
逆
行
右
折
、
ま
た
は
、
逆
行
左
折
）
し
て
自
席
に
戻
る
。（
引
き
続
き
膝
衝
を
設

け
る
と
き
は
、
逆
行
右
回
転
の
後
、
祭
具
置
場
に
向
か
う
。） 

 

次
に
、
自
席
に
向
か
っ
て
小
揖
、
着
座
の
後
、
小
揖
し
て
作
法
を
終
わ
る
。（
座
前
着
座
） 

〈奉幣台の持ち方〉 〈椅子の持ち方〉 
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（
２
）
膝
衝
を
設
け
る
と
き 

 

全
体
の
作
法
（
自
席
、、
祭
具
置
場
、
神
前
で
の
作
法
）
は
、
案
の
設
け
方
に
準
ず
る
の
で
、
展の

べ
方
の
み
を
記
す
。 

 

先
ず
、
膝
衝
を
持
っ
た
左
手
を
そ
の
ま
ま
前
に
出
し
、
右
手
を
引
い
て
膝
衝
を
縦
に
置
く
。 

 

次
に
、
三
つ
折
り
に
さ
れ
た
膝
衝
の
一
番
上
の
縁
を
、
右
手
を
上
、
左
手
を
下
に
し
て
持
ち
、
右
方
に
開
く
。
続
い
て
、
内
に

折
り
込
ま
れ
て
い
た
縁
を
、
左
手
を
上
、
右
手
を
下
に
し
て
持
ち
、
左
方
に
開
く
。 

 

膝
衝
の
手
前
の
端
を
両
手
で
持
ち
、
少
し
前
方
に
進
め
つ
つ
位
置
を
正
す
。
こ
の
と
き
の
手
は
肩
幅
で
、
手
の
ひ
ら
を
上
に
し

て
持
つ
。 

 

① 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 

（
３
）
膝
衝
を
撤
す
る
と
き 

 

先
ず
、
自
席
に
て
小
揖
、
起
座
の
後
、
そ
の
ま
ま
神
前
に
進
み
、
膝
衝
の
数
歩
手
前
で
止
立
、
小
揖
し
て
跪
居
に
な
る
。 

 

次
に
、
小
揖
、
懐
笏
・
懐
扇
（
挿
笏
）
の
後
、
叉
手
、
膝
行
し
、
膝
衝
の
手
前
の
端
を
両
手
で
持
ち
、
少
し
手
前
に
引
き
寄
せ

る
。 次

に
、
左
側
の
縁
を
、
左
手
を
上
、
右
手
を
下
に
し
て
持
ち
、
右
方
に
た
た
む
。
続
い
て
、
右
側
の
縁
を
、
右
手
を
上
、
左
手

を
下
に
し
て
持
ち
、
左
方
に
た
た
む
。
三
つ
折
り
す
る
こ
と
に
な
る
。 

 

次
に
、
左
手
で
膝
衝
の
中
程
を
下
か
ら
持
つ
と
共
に
、
右
手
で
手
前
の
端
を
挟
み
持
ち
、
横
に
向
け
直
し
、
腰
の
高
さ
に
左
高 〈膝衝の展べ方〉 
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に
持
つ
。 

 

次
に
、
膝
退
し
、
退
く
起
座
に
て
座
を
立
ち
、
逆
行
右
回
転
（
祭
場
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
は
、
逆
行
右
折
、
ま
た
は
、
逆
行
左

折
）
で
神
前
を
下
が
る
。 

 

次
に
、
祭
具
置
場
に
て
す
ぐ
跪
居
に
な
り
、
膝
衝
を
納
め
た
後
、
把
笏
・
把
扇
、
小
揖
し
、
回
転
起
座
に
て
自
席
に
戻
る
。 

 

次
に
、
自
席
に
向
か
っ
て
小
揖
、
着
座
の
後
、
小
揖
し
て
作
法
を
終
わ
る
。（
座
前
着
座
。
祭
具
置
場
が
自
席
の
後
方
に
あ
る

と
き
は
、
座
後
着
座
す
る
。） 

（
４
）
玉
串
案
を
撤
す
る
と
き 

 
先
ず
、
進
む
起
座
に
て
自
席
を
立
ち
、
神
前
に
進
み
、
案
の
数
歩
手
前
で
止
立
、
小
揖
し
て
跪
居
に
な
る
。 

 

次
に
、
小
揖
、
懐
笏
・
懐
扇
（
挿
笏
）
の
後
、
叉
手
、
膝
行
し
、
案
の
脚
の
下
部
を
持
っ
て
少
し
手
前
に
引
き
寄
せ
、
胸
高
に

持
ち
、
膝
退
す
る
。 

 

次
に
、
退
く
起
座
に
て
座
を
立
ち
、
逆
行
右
回
転
（
祭
場
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
は
、
逆
行
右
折
、
ま
た
は
、
逆
行
左
折
）
で
神

前
を
下
が
る
。 

 

次
に
、
祭
具
置
場
に
て
す
ぐ
跪
居
に
な
り
、
案
を
納
め
た
後
、
把
笏
・
把
扇
、
小
揖
し
、
回
転
起
座
に
て
自
席
に
戻
る
。 

 

次
に
、
自
席
に
座
前
着
座
ま
た
は
座
後
着
座
す
る
。 

案
を
撤
す
る
事
は
実
際
に
は
稀
に
し
か
な
い
。 

（
注
） 

・
大
麻
を
撤
す
る
場
合
も
玉
串
案
を
撤
す
る
と
き
に
準
ず
る
。 

・
祭
具
を
設
け
る
と
き
に
は
、
他
の
祭
具
と
の
配
置
に
注
意
す
る
。 

・
祭
具
を
置
く
と
き
に
は
、
所
定
の
場
所
に
直
ち
に
置
か
ず
に
、
少
し
手
前
に
置
い
て
か
ら
、
奥
に
押
し
進
め
、
ま
ず
右
、
次
に

左
と
や
や
前
後
し
て
手
を
離
す
。 

・
祭
具
を
取
る
と
き
に
は
、
ま
ず
左
、
次
に
右
と
や
や
前
後
し
て
手
を
か
け
、
少
し
手
前
に
引
い
て
か
ら
取
る
。 

・
如
何
な
る
と
き
も
、
両
手
で
同
時
に
持
っ
た
り
、
同
時
に
離
し
た
り
は
し
な
い
。 
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・
祭
詞
座
を
設
け
る
場
合
に
は
、
祭
主
が
拝
を
し
た
と
き
、
そ
の
頭
部
と
前
方
に
設
け
た
祭
具
と
の
間
に
余
裕
（
概
ね
笏
の
長
さ
）

が
あ
る
よ
う
に
心
が
け
る
。 

・
奉
幣
座
は
、
奉
幣
役
と
幣
使
の
間
で
拍
交
拍
手
が
あ
る
の
で
、
余
裕
を
取
っ
て
設
け
る
。 

 

・
神
前
近
く
で
の
祭
具
進
撤
の
作
法
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。 

 

祭
具
を
設
け
る
と
き
は
、 

 
【
止
立
、
跪
居
、
膝
行
、
祭
具
を
置
い
た
後
、
叉
手
、
膝
退
、
把
笏
（
把
扇
）、
小

揖
、
起
座
、
小
揖
、
逆
行
右
回
転
】
と
な
り
、 

 

祭
具
を
撤
す
る
と
き
は
、 

 

【
止
立
、
小
揖
、
跪
居
、
小
揖
、
懐
笏
（
懐
扇
・
挿
笏
）、
叉
手
、
膝
行
、
祭
具
を

持
っ
た
後
、
膝
退
、
起
座
、
逆
行
右
回
転
】
と
な
る
。 

  

な
お
、
正
中
で
の
足
の
は
こ
び
は
、
祭
具
を
設
け
る
ま
で
は
、
左
か
ら
膝
を
つ
い

て
、
左
か
ら
膝
行
す
る
な
ど
、
左
、
左
と
進
ん
で
行
き
、
神
前
を
下
が
る
と
き
は
、

右
足
か
ら
膝
退
し
、
右
足
か
ら
立
つ
な
ど
、右
、右
と
な
る
と
覚
え
て
お
く
と
よ
い
。 

   

〈神前への進み方〉 
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４ 

後
取
の
作
法
（
祭
詞
・
玉
串
） 

 

後
取
は
、
祭
詞
、
玉
串
を
手
次
ぐ
に
あ
た
り
、
上
体
を
低
く
し
て
恭
敬
の
態
度
を
失
わ
な
い
よ
う
心
か
け
る
。 

（
１
）
祭
詞
を
進
め
る
と
き 

 

先
ず
、
自
席
に
て
、
小
揖
、
起
座
の
後
、
祭
具
置
場
に
進
ん
で
行
く
。 

 

次
に
、
祭
詞
の
置
い
て
あ
る
所
の
前
で
止
立
し
、
小
揖
、
跪
居
の
後
、
懐
笏
・
懐
扇
（
挿
笏
）
し
て
、
祭
詞
を
胸
高
に
持
ち
、

回
転
起
座
に
て
立
つ
。 

 

次
に
、
正
中
を
避
け
、
祭
主
の
左
後
ろ
か
ら
神
前
に
向
か
い
、
祭
主
の
後
方
約
六
十
セ
ン
チ
（
約
二
尺
）
の
所
で
止
立
す
る
。 

 
次
に
、
跪
居
に
な
り
、
小
揖
、
膝
行
し
、
左
手
を
祭
詞
の
下
部
に
す
り
さ
げ
、
右
手
を
離
し
て
膝
上
に
置
く
。 

 

次
に
、
上
体
を
屈
め
、
左
手
を
の
ば
し
、
祭
詞
の
上
部
の
方
を
祭
主
の
左
の
手
元
に
受
け
や
す
い
よ
う
に
差
し
出
す
。
つ
ま
り

祭
主
の
体
と
笏
・
桧
扇
の
間
に
差
し
出
す
こ
と
に
な
る
。（
祭
主
の
作
法
の
項
参
照
） 

 

次
に
、
手
次
ぎ
終
わ
っ
た
ら
、
叉
手
、
膝
退
し
て
跪
居
の
ま
ま
把
笏
・
把
扇
し
、
小
揖
の
後
、
右
回
転
し
な
が
ら
立
ち
（
回
転

起
座
）、
自
席
に
戻
る
。 

 

次
に
、
自
席
に
向
か
っ
て
小
揖
、
着
座
の
後
、
小
揖
し
て
作
法
を
終
わ
る
。（
座
前
着
座
） 

（
２
）
祭
詞
を
撤
す
る
と
き 

 

先
ず
、
自
席
に
て
、
小
揖
、
起
座
の
後
、
神
前
に
進
ん
で
行
く
。（
進
む
起
座
） 

 

次
に
、
祭
主
の
後
方
約
六
十
セ
ン
チ
（
約
二
尺
）
の
所
で
止
立
、
小
揖
す
る
。 

 

次
に
、
跪
居
に
な
り
、
小
揖
、
懐
笏
・
懐
扇
（
挿
笏
）
の
後
、
叉
手
、
膝
行
し
、
左
手
で
祭
詞
を
受
け
取
り
、
右
手
を
添
え
て
、

自
然
と
左
高
に
な
る
よ
う
に
持
つ
。 

 

次
に
、
膝
退
、
小
揖
の
後
、
右
回
転
し
な
が
ら
立
ち
（
回
転
起
座
）、
神
前
を
下
が
る
。 

 

次
に
、
祭
具
置
場
に
て
す
ぐ
跪
居
に
な
り
、
祭
詞
を
納
め
た
後
、
把
笏
・
把
扇
、
小
揖
し
、
回
転
起
座
に
て
自
席
に
戻
る
。 

 

次
に
、
自
席
に
向
か
っ
て
小
揖
、
着
座
の
後
、
小
揖
し
て
作
法
を
終
わ
る
。（
座
前
着
座
。
祭
具
置
場
が
自
席
の
後
方
に
あ
る

と
き
は
、
座
後
着
座
す
る
。） 
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（
注
） 

・
そ
こ
で
、
動
作
を
起
こ
す
頃
合
と
し
て
は
、
祭
主
が
自
席
を
立
つ
頃
祭
詞
を
取
り
に
立
ち
、
ま
た
、
祭
詞
を
巻
き
終
わ
っ
た
頃

祭
詞
を
撤
す
る
た
め
に
立
つ
。 

・
祭
詞
に
続
い
て
、
玉
串
を
進
め
る
場
合
は
、
祭
具
置
場
で
祭
詞
と
玉
串
を
持
ち
か
え
、
再
び
神
前
に
進
ん
で
行
く
。 

・
祭
詞
、
玉
串
を
持
っ
た
ま
ま
着
座
し
て
い
る
と
き
は
、
自
席
よ
り
神
前
に
向
か
う
。
そ
の
と
き
、
席
の
離
就
に
と
も
な
う
小
揖

は
行
う
。 

・
祭
詞
袋
を
使
用
す
る
と
き
は
、
祭
主
が
自
席
を
立
つ
ま
で
に
、
祭
詞
を
出
し
て
袋
の
上
に
乗
せ
て
お
く
。
笏
・
桧
扇
の
出
し
入

れ
は
一
切
な
く
、
祭
詞
袋
を
捧
げ
た
ま
ま
で
前
述
の
作
法
を
行
う
。
た
だ
し
、
手
次
ぐ
と
き
に
は
、
一
旦
膝
の
上
に
祭
詞
袋
を
下

ろ
し
て
か
ら
、
左
手
を
祭
詞
の
下
部
に
す
り
さ
げ
る
よ
う
に
し
て
渡
す
。
受
け
取
る
と
き
も
、
一
旦
膝
の
上
に
祭
詞
袋
を
下
ろ
し

て
か
ら
左
手
で
祭
詞
を
受
け
取
る
よ
う
に
す
る
。
祭
詞
は
自
席
に
戻
っ
て
か
ら
祭
詞
袋
に
入
れ
る
。
祭
詞
袋
を
持
っ
て
い
て
も
、

原
則
通
り
必
要
な
揖
は
行
う
。 

（
３
）
玉
串
を
進
め
る
と
き 

 

全
体
の
作
法
は
、
祭
詞
の
進
め
方
に
準
ず
る
。 

 

手
次
ぐ
と
き
、
右
手
を
離
し
、
左
手
で
玉
串
を
持
ち
、
元
の
方
か
ら
祭
主
の
左
の
手
元
に
、
受
け
や
す
い
よ
う
に
差
し
出
す
。 

（
４
）
列
座
の
席
（
副
祭
主
、
講
師
、
参
拝
者
等
）
に
玉
串
を
進
め
る
と
き 

 

前
述
の
作
法
に
準
じ
て
玉
串
を
捧
げ
持
ち
、
奉
奠
者
の
座
席
の
少
し
下
座
で
止
立
し
、
斜
め
向
き
に
な
っ
て
、
跪
居
に
な
る
。 

 

次
に
、
小
揖
し
て
、
左
右
の
手
を
持
ち
替
え
（
右
高
）、
僅
か
に
膝
行
し
て
恭
し
く
奉
奠
者
に
手
次
ぐ
。 

 

次
に
、
叉
手
、
膝
退
、
把
笏
・
把
扇
、
小
揖
し
、
回
転
起
座
で
自
席
に
戻
る
。 

（
注
） 

・
後
取
は
、
祭
主
を
待
た
せ
な
い
こ
と
を
、
第
一
に
心
掛
け
ね
ば
な
ら
な
い
。 

・
物
を
手
次
ぐ
と
き
は
、
常
に
相
手
が
受
け
取
り
や
す
い
よ
う
に
渡
す
。
又
、
上
位
の
人
に
物
を
手
次
ぐ
と
き
は
、
自
分
の
持
っ

て
い
る
所
よ
り
上
部
を
取
ら
せ
る
よ
う
に
し
、
上
位
の
人
よ
り
物
を
受
け
取
る
と
き
は
、
相
手
の
持
っ
て
い
る
所
よ
り
下
部
を
取
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る
よ
う
に
す
る
。 

・
自
席
が
す
ぐ
左
に
あ
る
場
合
は
、
右
回
転
の
起
座
は
使
用
で
き
な
い
の
で
、
退
く
起
座
、
逆
行
の
左
折
と
い
う
応
用
動
作
に
な

る
こ
と
も
あ
る
。 

・
副
祭
主
、
講
師
等
に
玉
串
を
手
次
ぐ
場
合
、（
３
）（
４
）
ど
ち
ら
で
行
う
の
か
予
め
打
ち
合
せ
が
必
要
で
あ
る
。 

・
賛
者
の
作
法
と
の
大
き
な
違
い
は
、
正
中
で
な
い
の
で
、
上
座
、
下
座
で
足
を
は
こ
ぶ
こ
と
、
回
転
起
座
で
立
つ
こ
と
で
あ
る
。 

ま
た
、
祭
主
の
後
方
で
跪
居
に
な
っ
た
と
き
は
必
ず
小
揖
す
る
の
も
後
取
だ
け
の
作
法
の
特
徴
で
あ
る
。 

 

二 

神
前
に
お
け
る
着
座
・
起
座 

 

祭
主
を
始
め
、
神
饌
長
、
奉
幣
役
、
捲
簾
役
等
が
、
神
前
に
て
行
う
着
座
、
起
座
の
作
法
を
記
す
。 

 

以
後
は
、
こ
れ
を
神
前
着
座
の
作
法
、
神
前
起
座
の
作
法
と
呼
ぶ
。 

【
神
前
着
座
の
作
法
】（
傍
線
部
） 

先
ず
、
神
前
の
所
定
の
場
所
ま
で
進
み
出
る
。 

次
に
、
止
立
、
深
揖
、
跪
居
、
膝
行
、
着
座
、
一
拝
を
行
う
。 

次
に
、
更
に
神
前
に
進
む
諸
役
は
、
跪
居
、
懐
笏
・
懐
扇
（
挿
笏
）、 

叉
手
、
膝
行
し
て
所
作
に
移
る
。 

 

【
神
前
起
座
の
作
法
】（
傍
線
部
） 

先
ず
、
神
前
近
く
で
の
所
作
を
終
え
た
ら
、
叉
手
、
膝
退
、 

把
笏
・
把
扇
し
て
、
着
座
す
る
。 

 

次
に
、
一
拝
、
跪
居
、
膝
退
、
起
座
、
深
揖
を
行
う
。 

次
に
、
逆
行
の
右
（
左
）
折
、
又
は
右
（
左
）
回
転
を
行
い
、
自
席
に
戻
る
。 

 

〈神前への進み方〉 
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こ
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
一
拝
は
、
そ
の
前
後
の
作
法
の
関
係
で
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
天
地
書
附
奉
体
の
後

の
敬
礼
に
つ
づ
い
て
神
前
を
下
が
る
場
合
で
あ
る
。 

（
注
） 

・
膝
衝
の
あ
る
と
き
は
、
爪
先
を
膝
衝
の
手
前
の
縁
に
そ
ろ
え
て
止
立
す
る
。
膝
行
し
た
と
き
、
膝
衝
を
押
さ
な
い
た
め
に
も
、

や
や
縁
を
踏
む
よ
う
に
し
て
も
よ
い
。
又
、
膝
衝
の
中
央
に
着
座
す
る
よ
う
心
が
け
る
。 

・
神
饌
長
や
二
人
で
行
う
捲
簾
の
よ
う
に
、
正
中
を
外
し
て
着
座
す
る
と
き
は
、
上
座
、
下
座
に
気
を
付
け
て
動
作
を
行
う
。 

 

三 

祭
主
の
作
法 

 

祭
詞
奏
上
、
玉
串
奉
奠
の
作
法
を
記
す
。 

１ 

祭
詞
奏
上  

先
ず
、
小
揖
し
、
少
し
下
座
に
向
か
っ
て
膝
行
し
な
が
ら
三
歩
目
に
立
ち
、
神
前
に
て
神
前
着
座
の
作
法
で
膝
衝
に
座
る
。 

 

（
止
立
、
深
揖
、
跪
居
、
膝
行
、
着
座
、
一
拝
） 

 

次
に
、
後
取
が
進
ん
で
き
た
頃
、
笏
・
桧
扇
を
左
膝
の
中
程
に
移
し
て
（
桧
扇
の
場
合
は
、
五
橋
開
い
た
ま
ま
）
立
て
、
左
手

で
笏
・
桧
扇
の
中
程
を
持
ち
、
右
手
を
放
し
て
、
笏
・
桧
扇
の
内
側
（
体
側
）
よ
り
後
取
の
差
し
出
す
祭
詞
の
上
部
を
取
り
、
笏
・

桧
扇
の
内
側
に
添
え
、
正
笏
・
正
扇
に
な
る
。 

 

次
に
、
座
っ
た
ま
ま
で
前
段
の
再
拝
を
行
う
。（
再
拝
参
照
） 

 

次
に
、
笏
・
桧
扇
に
祭
詞
を
添
え
た
ま
ま
、
左
膝
の
中
程
に
立
て
て
左
手
を
放
し
、
祭
詞
の
上
端
か
ら
祭
詞
の
一
枚
目
の
下
に

左
手
の
親
指
を
入
れ
、
人
差
し
指
は
笏
・
桧
扇
と
祭
詞
の
間
に
入
れ
、
他
の
三
指
は
笏
・
桧
扇
の
外
側
（
向
う
側
）
に
添
え
て
、

左
手
を
下
ま
で
す
り
下
げ
る
。 

 

次
に
、
右
手
で
置
笏
・
置
扇
し
、
右
手
の
親
指
を
祭
詞
の
開
き
目
の
中
程
に
入
れ
て
持
ち
、
左
手
を
中
程
ま
で
す
り
上
げ
、
左

傍
ら
で
お
も
む
ろ
に
開
く
。 

 

次
に
、
右
手
を
上
に
、
左
手
を
下
に
し
て
祭
詞
を
押
し
合
わ
せ
（
読
み
始
め
を
上
に
し
て
閉
じ
）、
前
方
に
差
し
出
し
つ
つ
深
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揖
す
る
。
こ
の
と
き
、
典
礼
は
「
一
同
敬
礼
」
の
号
令
を
か
け
る
。 

 

次
に
、
深
揖
を
解
く
と
共
に
、
祭
詞
を
正
面
で
開
い
て
奏
上
す
る
。 

祭
詞
の
巻
き
取
り
方 

奏
上
し
つ
つ
、
右
手
を
祭
詞
の
下
部
に
移
し
、
親
指
を
祭
詞
の
表
に
、
他
の
四
指
を
裏
に
し
て
、
下
か
ら
祭
詞
を
挟
む
。 

祭
詞
の
一
折
を
一
辺
に
し
て
三
角
を
作
る
よ
う
に
し
て
、
奏
上
し
終
わ
っ
た
分
を
巻
き
取
っ
て
行
く
。 

こ
の
と
き
、
右
手
親
指
は
三
角
の
中
に
さ
し
込
ま
れ
て
い
る
。 

  
次
に
、
奏
上
し
終
わ
る
と
、
左
手
を
上
に
、
右
手
を
下
に
し
て
祭
詞
を
押
し
合
わ
せ
（
読
み
終
わ
り
を
上
に
し
て
閉
じ
）、
前

方
に
差
し
出
し
つ
つ
深
揖
す
る
。
こ
の
と
き
、
典
礼
は
、「
直
る
」
の
号
令
を
か
け
る
。
深
揖
を
解
く
。 

 
 

祭
詞
の
巻
き
戻
し
方 

 

巻
き
取
っ
た
祭
詞
を
持
っ
た
右
手
の
ひ
ら
を
伏
せ
る
よ
う
に
翻
し
、
祭
詞
の
本
体
を
左
の
二
の
腕
に
乗
せ
る
。 

右
手
を
放
し
て
、
両
手
で
祭
詞
の
端
を
持
ち
、
静
か
に
祭
詞
を
巻
き
戻
す
。 

  

次
に
、
左
膝
の
中
程
に
祭
詞
を
立
て
、
左
手
で
持
つ
。
さ
ら
に
、
右
手
で
把
笏
・
把
扇
し
て
祭
詞
に
添
え
（
桧
扇
は
五
橋
開
く
）、

正
笏
・
正
扇
に
な
っ
た
後
、
後
段
の
再
拝
を
行
う
。 

 

次
に
、
祭
詞
を
笏
・
桧
扇
と
共
に
左
膝
の
中
程
に
移
し
て
立
て
、
右
手
で
祭
詞
の
上
部
を
持
っ
て
、
笏
・
桧
扇
の
外
側
（
向
う

側
）
よ
り
後
取
に
授
け
、
直
ち
に
置
笏
・
置
扇
す
る
。 

 

次
に
、
四
拍
手
の
後
、
把
笏
・
把
扇
し
て
、
一
拝
す
る
。（
四
拍
手
の
前
の
一
拝
は
な
い
） 

２ 

玉
串
奉
奠  

先
ず
、
置
笏
・
置
扇
し
て
、
後
取
よ
り
玉
串
を
受
け
取
る
。
こ
の
と
き
、
右
手
で
玉
串
の
元
を
手
の
ひ
ら
を
下
に
し
て
、
次
に

左
手
で
中
程
を
手
の
ひ
ら
を
上
に
し
て
受
け
取
る
。 

 

次
に
、
玉
串
を
左
高
に
持
っ
た
ま
ま
前
方
に
差
し
出
し
つ
つ
心
中
祈
念
す
る
。 
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次
に
、
左
手
を
前
方
に
回
し
、
右
手
を
手
元
に
引
い
て
、
玉
串
を
縦
に
し
、
左
手
を
す
り
下
げ
て
右
手
を
放
す
。 

 

次
に
、
右
手
で
玉
串
の
中
程
を
裏
よ
り
（
手
の
ひ
ら
を
上
に
向
け
て
）
軽
く
持
ち
、
更
に
玉
串
を
右
に
回
し
つ
つ
、
元
の
方
を

神
前
に
向
け
る
。 

 

次
に
、
右
手
で
玉
串
を
前
方
に
差
し
出
し
、
左
手
を
玉
串
の
先
の
あ
た
り
の
裏
側
に
添
え
、
案
の
上
に
奉
奠
す
る
。
案
が
遠
い

と
き
は
、
少
し
膝
行
し
て
奉
奠
し
、
終
わ
っ
た
ら
元
の
位
置
ま
で
膝
退
す
る
。 

 

次
に
、
把
笏
・
把
扇
し
、
拝
礼
（
一
拝
四
拍
手
一
拝
）
す
る
。 

 

天
地
書
附
奉
体
が
無
い
場
合
、
直
ぐ
跪
居
に
な
り
、
神
前
起
座
の
作
法
の
後
、
逆
行
の
右
折
を
し
て
、
自
席
に
も
ど
る
。（
玉

串
奉
奠
の
後
、
一
拝
四
拍
手
一
拝
が
あ
る
の
で
、
神
前
起
座
の
作
法
の
最
初
の
一
拝
は
省
略
さ
れ
る
） 

３ 

天
地
書
附
奉
体 

 

典
礼
の
「
天
地
書
附
奉
体
」
の
号
令
と
同
時
に
浅
い
敬
礼
に
な
る
。 

 

次
に
、「
生
神
金
光
大
神
」
ま
で
先
唱
す
る
と
、
上
体
を
起
こ
し
、
正
笏
・
正
扇
で
引
き
続
き
「
天
地
金
乃
神 

一
心
に
願
え
」

と
先
唱
す
る
。 

 

次
に
、
他
の
祭
員
、
参
拝
者
が
「
生
神
金
光
大
神 

天
地
金
乃
神 

一
心
に
願
え
」
と
唱
え
る
が
、
こ
の
間
、
祭
主
も
唱
え
る
。 

 

次
に
、「
お
か
げ
は
和
賀
心
に
あ
り
」
と
先
唱
。
他
の
祭
員
、
参
拝
者
と
共
に
「
お
か
げ
は
和
賀
心
に
あ
り
」
と
唱
え
る
。 

 

次
に
、「
今
月
今
日
で
た
の
め
い
」
と
先
唱
。
他
の
祭
員
、
参
拝
者
と
共
に
「
今
月
今
日
で
た
の
め
い
」
と
唱
え
な
が
ら
、
浅

い
敬
礼
に
な
る
。
一
呼
吸
の
後
、
持
笏
・
持
扇
に
な
る
。 

次
に
、
直
ぐ
跪
居
に
な
り
、
神
前
起
座
の
作
法
の
後
、
逆
行
の
右
折
を
し
て
、
自
席
に
も
ど
る
。（
天
地
書
附
付
奉
体
の
後
の

敬
礼
が
あ
る
の
で
、
神
前
起
座
の
作
法
の
最
初
の
一
拝
は
省
略
さ
れ
る
） 

（
注
） 

・
正
式
に
は
、
祭
詞
を
奏
上
し
終
わ
る
と
、
一
旦
自
席
に
戻
り
、
祭
詞
座
（
膝
衝
）
撤
去
の
後
、
自
席
で
後
取
の
手
次
ぐ
玉
串
を

受
け
、
改
め
て
自
席
を
立
っ
て
神
前
に
進
み
、
玉
串
奉
奠
を
す
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
引
き
続
い
て
行
わ
れ
る
。 

・
右
の
場
合
の
作
法
は
、
副
祭
主
玉
串
、
講
師
玉
串
な
ど
の
と
き
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。 
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先
ず
、
祭
詞
を
後
取
に
授
け
た
後
、
置
笏
・
置
扇
、
四
拍
手
、
把
笏
・
把
扇
、
一
拝
の
後
、
神
前
起
座
（
但
し
最
初
の
一
拝
は

省
略
）
の
作
法
に
て
、
自
席
に
戻
る
。 

 

次
に
、
祭
詞
座
撤
去
の
後
、
自
席
で
跪
居
に
な
り
、
懐
笏
・
懐
扇
（
挿
笏
）
し
て
後
取
の
手
次
ぐ
玉
串
を
受
け
、
お
も
む
ろ
に

神
前
に
進
ん
で
着
座
す
る
。
こ
の
と
き
、
玉
串
を
持
っ
た
ま
ま
、
諸
動
作
を
行
う
。 

・
置
笏
・
置
扇
は
、
膝
衝
の
あ
る
場
合
に
限
り
行
う
。 

・
立
礼
の
と
き
は
、
懐
笏
・
懐
扇
す
る
か
、
あ
る
い
は
右
手
に
笏
・
桧
扇
を
持
っ
た
ま
ま
祭
詞
を
開
く
。 

・
祭
詞
を
開
く
と
き
、
又
巻
く
と
き
に
は
、
目
を
正
面
に
向
け
、
手
元
を
見
な
い
よ
う
に
心
が
け
る
。 

 

四 

捲
簾
・
垂
簾
（
開
帳
） 

 

捲
簾
、
垂
簾
は
、
御
簾
の
幅
に
よ
っ
て
、
一
人
又
は
二
人
で
奉
仕
す
る
が
、
一
人
で
奉
仕
す
る
捲
簾
の
作
法
を
示
す
と
、
次
の

よ
う
に
な
る
。 

 

先
ず
、
自
席
を
立
ち
、
神
前
着
座
の
作
法
で
着
座
す
る
。 

 

次
に
、
跪
居
に
な
り
、
懐
笏
・
懐
扇
（
挿
笏
）
し
、
叉
手
、
膝
行
し
て
御
簾
の
所
ま
で
進
み
出
る
。 

 

次
に
、
御
簾
を
両
手
で
向
う
側
に
巻
き
込
み
、
巻
き
上
げ
る
に
従
っ
て
お
も
む
ろ
に
立
ち
、
巻
き
終
わ
っ
た
ら
巻
い
た
所
を
左

手
で
握
り
、
右
手
で
右
（
上
座
）
の
釣
金
具
を
か
け
、
手
を
持
ち
か
え
て
、
左
手
で
左
（
下
座
）
の
釣
金
具
を
か
け
る
。 

 

次
に
、
終
わ
っ
て
叉
手
、
跪
居
に
な
り
、
膝
退
し
て
一
拝
し
た
位
置
ま
で
戻
り
、
把
笏
・
把
扇
し
て
、
着
座
す
る
。 

次
に
、
神
前
起
座
の
作
法
に
て
立
ち
、
逆
行
右
回
転
、
又
は
、
逆
行
の
右
左
折
で
自
席
に
戻
る
。 

（
注
） 

・
垂
簾
の
作
法
は
、
捲
簾
に
準
ず
る
。
た
だ
し
、
釣
金
具
は
左
（
下
座
）
か
ら
外
し
、
巻
き
下
ろ
す
に
従
っ
て
体
を
低
く
し
、
膝

を
折
っ
て
跪
居
に
な
り
、
垂
れ
終
わ
る
ま
で
跪
居
の
ま
ま
作
法
を
行
う
。 

・
二
人
で
奉
仕
す
る
と
き
は
、
互
い
に
遅
速
の
な
い
よ
う
、
動
作
を
合
わ
せ
る
。
こ
の
場
合
、
釣
金
具
は
、
二
人
と
も
内
側
（
上

座
）
を
先
に
か
け
、
手
を
持
ち
か
え
て
か
ら
、
外
側
（
下
座
）
を
か
け
る
。
又
、
神
前
を
退
く
と
き
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
内
側
、
即
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ち
正
中
に
向
き
合
う
よ
う
に
回
転
す
る
。 

・
開
帳
の
場
合
は
、
引
き
紐
の
所
ま
で
斜
め
に
膝
行
す
る
。
開
き
終
わ
っ
た
ら
叉
手
に
な
り
、
斜
め
に
膝
退
し
て
一
拝
し
た
位
置

ま
で
戻
る
。 

・
開
帳
に
関
し
て
は
、
構
造
の
違
い
に
よ
り
、
作
法
の
応
用
が
必
要
に
な
る
。
一
人
で
、
左
右
両
方
の
御
帳
を
開
く
場
合
は
、
祭

主
側
、
副
祭
主
側
の
順
に
開
く
。 

 

五 

献
饌
・
撤
饌 

１ 

定
位
配
置 

（
１
）
神
饌
長
の
作
法 

 

先
ず
、
自
席
を
立
ち
、
正
中
を
や
や
右
側
（
副
祭
主
側
。
神
饌
案
の
脚
の
正
面
の
あ
た
り
）
に
避
け
て
神
前
ま
で
進
み
、
神
前

着
座
の
作
法
で
着
座
す
る
。 

 

次
に
、
跪
居
、
膝
行
し
て
神
饌
案
の
脚
の
手
前
に
進
み
出
、
右
回
転
し
て
手
長
の
方
に
向
き
直
る
。 

 

次
に
、
跪
居
の
ま
ま
手
長
に
目
配
せ
し
て
、
一
斉
に
小
揖
の
後
、
懐
笏
・
懐
扇
（
挿
笏
）
し
て
覆
面
を
か
け
る
。 

 

次
に
、
蹲
踞
し
て
、
神
饌
の
進
め
ら
れ
て
来
る
の
を
待
つ
。 

（
２
）
手
長
の
作
法 

 

先
ず
、
神
饌
長
が
神
前
に
て
深
揖
す
る
の
に
合
わ
せ
て
、
自
席
に
お
い
て
小
揖
し
、
起
座
の
後
、
各
々
の
定
位
に
至
る
。 

 

次
に
、
各
手
長
は
定
位
に
向
か
っ
て
小
揖
し
た
後
、
跪
居
に
な
り
、
原
則
と
し
て
神
饌
長
へ
向
く
よ
う
に
回
転
（
直
接
神
饌
長

が
見
え
な
い
場
合
は
、
上
位
の
手
長
の
方
を
向
く
よ
う
に
回
転
）
し
、
跪
居
の
ま
ま
待
つ
。 

 

次
に
、
神
饌
長
の
目
配
せ
に
従
っ
て
一
斉
に
小
揖
し
、
懐
笏
・
懐
扇
（
挿
笏
）
し
て
覆
面
を
か
け
、
下
位
の
手
長
の
方
に
向
き

直
る
よ
う
回
転
し
、
蹲
踞
の
姿
勢
で
待
つ
。 

 

次
に
、
調
饌
司
（
神
饌
所
の
元
で
あ
り
、
手
長
の
最
下
位
の
者
や
、
信
徒
の
神
饌
係
が
当
る
場
合
も
あ
る
）
は
、
各
手
長
が
覆

面
を
か
け
終
わ
る
と
、
直
ち
に
立
っ
て
神
饌
伝
供
に
移
る
。 
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（
注
） 

・
覆
面
を
か
け
る
と
き
は
、
上
体
を
屈
め
、
右
手
で
覆
面
の
中
程
を
支
え
、
左
手
で
左
耳
に
か
け
、
次
に
手
を
持
ち
か
え
て
、
右

手
で
右
耳
に
か
け
る
。
外
す
と
き
は
こ
の
逆
に
行
う
。 

・
覆
面
を
か
け
る
と
き
に
顔
を
左
右
に
振
っ
た
り
、
上
下
、
表
裏
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
す
る
。（
合
わ
せ
目
が
上
に
、
ま
た
、

紙
縒
り
が
縦
に
見
え
る
方
を
表
に
か
け
る
。） 

２ 
神
饌
伝
供  

先
ず
、
手
長
（
元
）
は
、
叉
手
の
ま
ま
神
饌
に
向
か
っ
て
小
揖
し
、
神
饌
を
捧
げ
持
ち
、
上
位
の
手
長
の
所
ま
で
進
み
、
約
一

歩
手
前
で
止
立
す
る
。 

 

次
に
、
上
位
の
手
長
は
、
叉
手
の
ま
ま
小
揖
し
、
一
歩
進
み
出
て
左
、
右
の
順
に
手
を
出
し
て
神
饌
を
受
け
取
る
。
下
位
の
手

長
は
、
三
方
に
相
手
の
左
手
が
か
か
る
と
、
右
手
を
少
し
引
き
、
折
敷
裏
の
端
を
支
え
、
相
手
の
右
手
が
か
か
る
と
、
左
手
を
少

し
引
き
、
折
敷
裏
の
端
を
同
じ
よ
う
に
支
え
、
相
手
が
確
か
に
受
け
取
っ
た
の
を
見
定
め
て
、
右
、
左
と
手
を
放
し
て
叉
手
に
な

り
、
一
歩
退
い
て
小
揖
し
、
回
転
し
て
自
分
の
定
位
に
も
ど
る
。 

 

次
に
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
手
長
は
順
次
神
饌
を
伝
供
し
て
、
神
饌
長
に
達
す
る
。 

 

次
に
、
神
饌
長
は
、
跪
居
の
ま
ま
叉
手
、
小
揖
し
て
一
歩
膝
行
し
、
神
饌
を
受
け
、
定
ま
っ
た
順
序
で
神
饌
案
の
上
に
供
え
、

そ
の
場
で
叉
手
の
ま
ま
一
拝
し
て
定
位
に
戻
る
。 

（
注
） 

・
撤
饌
は
、
献
饌
の
作
法
に
準
ず
る
。
神
饌
長
（
又
は
手
長
）
は
、
定
位
よ
り
進
み
出
て
、
少
し
手
前
で
一
拝
（
又
は
小
揖
）
し
、

神
饌
を
撤
し
（
又
は
受
け
取
っ
て
）、
一
歩
退
き
な
が
ら
回
転
し
て
定
位
に
戻
り
、
そ
の
位
置
で
下
位
の
手
長
の
方
を
向
き
、
下

位
の
手
長
が
進
ん
で
来
る
の
を
待
つ
。 

・
撤
饌
の
場
合
は
、
覆
面
を
用
い
な
い
。 

・
神
前
に
近
い
位
置
や
、
正
中
に
お
け
る
神
饌
の
授
受
は
、
な
る
べ
く
跪
居
で
行
う
。 

 

そ
こ
で
、
神
饌
を
待
つ
間
の
姿
勢
は
、
正
中
以
外
で
は
立
っ
た
ま
ま
、
上
体
を
や
や
前
に
屈
め
て
叉
手
で
待
つ
が
、
正
中
で
は
、
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跪
居
で
叉
手
を
し
て
待
つ
。 

・
神
饌
長
は
、
神
饌
の
献
饌
に
あ
た
り
、
高
い
案
の
場
合
は
立
っ
て
供
え
て
そ
の
ま
ま
一
拝
し
、
低
い
案
の
場
合
は
跪
居
で
供
え

て
そ
の
ま
ま
一
拝
す
る
。 

・
調
饌
司
は
、
前
も
っ
て
神
饌
奉
奠
の
順
序
を
確
認
し
、
又
、
手
長
の
人
数
に
応
じ
て
三
方
の
表
裏
を
整
え
て
お
く
。
神
饌
長
を

入
れ
て
人
数
が
奇
数
の
と
き
は
三
方
を
正
面
か
ら
取
る
よ
う
に
、
偶
数
の
と
き
は
三
方
を
裏
か
ら
取
る
よ
う
に
向
け
て
お
く
。 

・
神
饌
伝
供
で
は
、
自
分
の
定
位
よ
り
上
手
に
向
か
っ
て
の
み
動
き
、
下
手
に
向
か
っ
て
は
動
か
な
い
。
基
準
で
あ
る
自
分
の
定

位
を
厳
重
に
守
る
こ
と
。 

・
神
饌
伝
供
で
は
、
常
に
内
側
、
即
ち
正
中
の
方
を
向
い
て
回
転
す
る
こ
と
。 

・
神
饌
長
は
、
瓶
子
、
水
玉
を
お
供
え
し
た
ら
、
そ
れ
そ
れ
下
座
の
手
で
口
を
切
り
、
三
方
の
上
の
手
前
に
置
く
。 

・
神
饌
案
の
数
は
多
く
、
全
て
の
案
が
最
初
か
ら
設
置
さ
れ
て
い
る
と
、
最
上
段
の
神
饌
を
供
え
る
こ
と
が
難
し
い
。 

こ
の
よ
う
な
場
合
、
案
も
手
長
に
よ
っ
て
手
次
が
れ
る
こ
と
も
あ
る
。 

・
伝
供
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
合
わ
せ
、
手
空
き
の
手
長
が
い
な
い
よ
う
に
す
る
。 

・
伝
供
の
途
中
、
神
饌
が
く
ず
れ
る
な
ど
、
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
場
合
、
神
饌
長
は
臨
機
応
変
に
対
応
し
、
三
方
を
な
ら
び
か

え
る
な
ど
し
て
、
神
前
を
整
え
な
お
す
こ
と
も
あ
る
。 

・
献
饌
の
と
き
、
正
中
で
は
神
前
に
近
い
祭
員
に
神
饌
を
手
つ
い
だ
あ
と
、
叉
手
、
逆
行
し
て
元
の
位
置
（
定
位
）
ま
で
退
く
よ

う
に
す
る
。 

３ 

復
座 

 

各
手
長
は
、
神
饌
を
伝
供
し
終
わ
っ
た
ら
、
定
位
に
戻
っ
て
元
の
向
き
（
神
饌
長
の
方
を
向
く
）
に
も
ど
り
、
蹲
踞
で
待
つ
。 

 

神
饌
長
は
、
最
後
の
神
饌
を
供
え
終
わ
っ
た
ら
定
位
に
戻
り
、
手
長
を
方
を
向
い
て
跪
居
に
な
る
。 

手
長
は
、
こ
れ
に
応
じ
て
蹲
踞
の
姿
勢
か
ら
跪
居
で
叉
手
の
姿
勢
に
な
る
。 

 

次
に
、
神
饌
長
は
叉
手
の
ま
ま
、
手
長
に
向
か
っ
て
目
配
せ
を
し
、
小
揖
す
る
。 

手
長
は
、
そ
の
小
揖
に
合
わ
せ
て
、
叉
手
の
ま
ま
小
揖
す
る
。 
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次
に
、
手
長
は
覆
面
を
外
し
た
ら
、
直
ち
に
把
笏
・
把
扇
し
、
各
自
で
小
揖
、
起
座
し
て
、
順
次
自
席
に
戻
る
。 

神
饌
長
は
覆
面
を
外
し
た
ら
、
把
笏
・
把
扇
し
、
左
回
転
し
て
正
面
に
向
き
直
り
、
伝
供
前
の
位
置
ま
で
膝
退
し
て
着
座
し
、
神

前
起
座
の
作
法
で
自
席
に
戻
る
。（
自
席
の
位
置
に
よ
っ
て
逆
行
の
左
折
、
又
は
逆
行
の
右
折
で
も
ど
る
。） 

・
伝
供
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
合
わ
せ
、
手
空
き
の
手
長
が
い
な
い
よ
う
に
す
る
。 

・
伝
供
の
途
中
、
神
饌
が
く
ず
れ
る
な
ど
、
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
場
合
、
神
饌
長
は
臨
機
応
変
に
対
応
し
、
三
方
を
な
ら
び
か

え
る
な
ど
し
て
、
神
前
を
整
え
な
お
す
こ
と
も
あ
る
。 

・
献
饌
の
と
き
、
正
中
で
は
神
前
に
近
い
祭
員
に
神
饌
を
手
つ
い
だ
あ
と
、
叉
手
、
逆
行
し
て
元
の
位
置
（
定
位
）
ま
で
退
く
よ

う
に
す
る
。 

 

六 

奉
幣
行
事 

 

食
物
の
代
表
と
し
て
の
神
饌
を
お
供
え
す
る
の
が
献
饌
行
事
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
奉
幣
行
事
は
、
衣
類
の
代
表
と
し
て
の
紅

白
の
絹
な
ど
（
幣
帛
）
を
お
供
え
す
る
行
事
で
あ
る
。 

 

先
ず
、
奉
幣
役
は
、
自
席
を
立
っ
て
進
み
出
て
、
神
前
着
座
の
作
法
で
膝
衝
（
奉
幣
座
）
に
着
座
す
る
。 

 

次
に
、
幣
使
は
、
や
や
遅
れ
て
立
ち
、
幣
を
左
高
に
捧
げ
持
っ
て
奉
幣
役
の
左
傍
の
線
を
進
み
、
奉
幣
座
の
後
方
の
程
よ
い
所

に
至
っ
て
止
立
し
、
跪
居
に
な
る
。 

 

次
に
、
奉
幣
役
は
、
頃
合
を
見
計
ら
っ
て
置
笏
・
置
扇
し
、
体
を
少
し
左
方
に
向
け
る
。 

幣
使
は
、
膝
行
し
て
奉
幣
役
の
左
横
や
や
前
方
ま
で
進
み
、
幣
串
の
元
を
深
く
奉
幣
役
の
前
に
差
し
出
す
。 

 

次
に
、
奉
幣
役
は
、
右
手
で
下
（
幣
使
の
右
手
よ
り
上
）、
続
い
て
左
手
で
上
（
幣
使
の
左
手
よ
り
上
）
の
順
に
受
け
取
る
。 

幣
使
は
、
相
手
が
受
け
取
る
と
共
に
、
右
、
左
の
順
に
手
を
放
す
。 

 

次
に
、
奉
幣
役
は
、
お
も
む
ろ
に
正
面
に
向
く
。 

幣
使
は
、
直
ち
に
叉
手
、
膝
退
し
、
把
笏
・
把
扇
の
後
、
小
揖
し
て
左
膝
を
立
て
、
回
転
起
座
で
自
席
に
戻
る
。
自
席
の
位
置

に
よ
っ
て
は
退
く
起
座
、
逆
行
の
左
折
で
戻
る
こ
と
も
あ
る
。 



 -63- 

 

次
に
、
奉
幣
役
は
、
両
段
再
拝
の
前
段
を
行
う
。 

 

ま
ず
跪
居
に
な
り
、
左
足
を
進
め
て
お
も
む
ろ
に
に
立
ち
、
右
足
を
左
足

に
踏
み
そ
ろ
え
る
。
次
に
、
左
足
、
右
足
、
左
足
と
引
き
、
そ
の
最
後
の
左

足
よ
り
着
座
す
る
と
共
に
、
拝
伏
す
る
。
こ
の
と
き
、
着
座
し
た
ら
、
幣
の

表
を
神
前
に
向
け
直
し
、
串
の
下
端
を
左
膝
の
前
に
置
く
と
共
に
、
串
を
軽

く
左
肩
に
当
て
て
、
幣
を
真
っ
直
ぐ
に
立
て
る
。
そ
し
て
、
拝
伏
す
る
に
従

っ
て
左
手
を
す
り
下
げ
て
、
両
手
を
接
す
る
。
終
わ
っ
た
ら
、
体
を
起
こ
す

に
従
っ
て
幣
を
元
の
左
高
の
位
置
に
戻
す
。 

 

更
に
跪
居
に
な
っ
て
、
同
様
の
作
法
を
繰
り
返
す
が
、
今
度
は
、
右
足
を

進
め
て
立
ち
、
右
足
、
左
足
、
右
足
と
引
い
て
、
着
座
、
拝
伏
す
る
こ
と
に

な
る
。
以
上
が
前
段
の
再
拝
で
あ
る
。 

 

次
に
前
段
の
再
拝
が
す
み
し
だ
い
、
右
手
を
腹
部
（
に
ぎ
り
こ
ぶ
し
一
つ

あ
け
る
）
に
、
左
手
を
前
方
に
し
て
幣
を
（
表
を
上
に
し
て
）
差
し
出
し
、

少
し
上
体
を
前
に
か
が
め
て
心
中
祈
念
を
す
る
。
こ
の
と
き
、
麻
や
絹
が
床

に
付
か
な
い
よ
う
に
す
る
。
一
か
ら
二
呼
吸
の
後
、
元
の
姿
勢
に
戻
る
。 

 

次
に
、
前
段
の
再
拝
と
同
じ
作
法
で
、
後
段
の
再
拝
を
行
う
。 

 

次
に
、
両
段
再
拝
が
す
べ
て
終
わ
ろ
う
と
す
る
頃
合
を
見
計
ら
っ
て
、
幣

使
は
座
を
立
ち
、
奉
幣
役
の
左
傍
の
後
方
に
至
り
、
小
揖
、
跪
居
、
小
揖
の

後
、
懐
笏
・
懐
扇
（
挿
笏
）
す
る
。 

 

次
に
、
奉
幣
役
は
、
左
右
の
手
を
持
ち
か
え
て
（
幣
を
体
の
正
面
に
て
表
を
上
に
向
け
、
右
手
を
左
手
の
位
置
ま
で
す
り
上
げ

る
。
次
に
左
手
を
放
し
、
元
の
右
手
の
位
置
に
持
ち
替
え
る
）、
や
や
左
に
体
を
向
け
、
幣
を
幣
使
に
授
け
る
。
幣
使
は
、
膝
行

し
、
少
し
奉
幣
役
の
方
へ
体
を
向
け
て
こ
れ
を
受
け
取
る
。 

〈奉幣行事の拝〉 〈奉幣行事の心中祈念〉 
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次
に
、
奉
幣
役
は
、
正
面
に
向
い
て
直
ち
に
正
笏
・
正
扇
に
な
り
、
幣
使
が
幣
を
立
て
終
わ
る
ま
で
、
上
体
を
や
や
前
に
か
が

め
、
恭
敬
の
意
を
表
す
。 

 

次
に
、
幣
使
は
、
幣
を
左
高
に
捧
げ
持
ち
、
膝
行
し
て
奉
幣
役
の
正
面
（
正
中
）
に
回
り
込
み
、
そ
の
ま
ま
正
中
を
膝
行
し
て

神
前
に
進
む
。
そ
し
て
跪
居
の
ま
ま
左
右
の
手
を
持
ち
か
え
つ
つ
、
奉
幣
台
に
挿
し
立
て
る
。 

続
い
て
幣
使
は
、
奉
幣
台
に
両
手
を
添
え
神
前
奥
に
進
め
、
叉
手
し
て
正
中
を
避
け
、
右
側
（
自
分
の
左
方
）
に
斜
め
に
膝
退

し
、
把
笏
・
把
扇
の
後
、
着
座
し
て
一
拝
す
る
。 

 

次
に
、
幣
使
は
、
跪
居
に
な
っ
て
更
に
斜
め
に
膝
退
し
た
ら
、
奉
幣
役
の
方
に
回
転
し
て
向
き
直
り
、
跪
居
の
ま
ま
奉
幣
役
と

斜
め
に
相
対
す
る
。
奉
幣
役
も
、
幣
使
の
方
に
少
し
向
き
直
る
。
こ
の
と
き
、
両
者
は
適
当
な
間
を
お
い
て
相
対
す
る
。 

 

次
に
、
両
者
同
時
に
小
揖
し
、
奉
幣
役
は
置
笏
・
置
扇
、
幣
使
は
懐
笏
・
懐
扇
（
挿
笏
）
し
て
、
拍
交
拍
手
を
行
う
。
こ
の
と

き
の
拍
交
拍
手
は
、
奉
幣
役
か
ら
打
つ
。
ま
た
、
幣
使
は
跪
居
の
ま
ま
打
つ
。 

 

次
に
、
幣
使
は
、
跪
居
の
ま
ま
把
笏
・
把
扇
し
、
左
腿
を
右
腿
に
付
け
、
更
に
右
腿
を
右
に
開
い
て
下
座
の
方
に
向
き
直
り
（
参

拝
者
席
に
正
対
し
）、
小
揖
の
後
、
奉
幣
役
の
座
の
少
し
後
方
ま
で
膝
行
し
、
右
膝
を
立
て
て
神
前
に
向
き
直
る
よ
う
に
回
転
起

座
を
行
い
、
小
揖
し
て
逆
行
右
折
（
場
合
に
よ
っ
て
は
左
折
）
に
て
自
席
に
も
ど
る
。
奉
幣
役
は
、
正
面
に
向
き
直
っ
て
待
ち
、

幣
使
が
自
席
に
近
付
い
た
頃
、
神
前
起
座
の
作
法
で
自
席
に
戻
る
。 

（
注
） 

・
奉
幣
役
は
、
両
段
再
拝
に
あ
た
り
、
体
を
出
来
る
だ
け
動
揺
さ
せ
な
い
こ
と
。 

・
拝
伏
の
と
き
、
幣
が
傾
い
た
り
、
揺
れ
な
い
よ
う
に
心
が
け
る
。 

・
拍
交
拍
手
は
、
一
人
で
拍
手
し
て
い
る
と
き
の
間
合
い
で
行
う
よ
う
、
お
互
い
に
注
意
す
る
。 

・
両
段
再
拝
の
中
で
座
る
と
き
は
、
膝
衝
の
中
央
に
着
座
す
る
こ
と
。 

・
奉
幣
行
事
に
先
立
ち
、
賛
者
が
、
奉
幣
台
を
神
前
に
、
膝
衝
を
祭
場
（
外
殿
）
の
下
座
の
正
中
に
設
け
る
（
正
中
が
原
則
で
あ

る
が
、
祭
場
が
狭
い
と
き
に
は
、
幣
使
が
通
れ
る
よ
う
、
座
を
左
側
｛
祭
主
側
｝
へ
寄
せ
る
こ
と
も
あ
る
）。
奉
幣
役
が
自
席
に

複
座
後
、
膝
衝
を
撤
す
る
。 
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七 

典
礼
の
作
法 

１ 

参
向 

 

楽
が
合
奏
に
入
る
と
、
祭
主
に
向
か
っ
て
挨
拶
（
小
揖
）
す
る
。 

 

祭
員
（
祭
主
）
を
先
導
し
て
参
向
（
祭
場
に
向
う
こ
と
）
す
る
。
そ
の
と
き
、
祭
主
の
下
座
側
を
先
導
す
る
。
歩
く
速
度
は
楽

に
合
わ
せ
た
緩
歩
。 

 

神
前
に
近
付
く
と
、
い
ず
れ
か
の
祭
員
席
下
（
概
ね
自
席
側
）
に
、
神
前
へ
斜
め
に
向
い
て
止
立
。
祭
員
の
動
向
を
把
握
す
る
。 

（
正
中
を
横
切
る
場
合
は
屈
行
す
る
） 

 
最
後
の
祭
員
が
自
席
に
着
座
、
小
揖
す
る
の
を
確
認
し
た
ら
、
正
中
ま
で
赴
き
、
深
揖
の
後
、
自
席
に
向
か
い
着
座
。 

 

本
部
広
前
会
堂
や
祭
場
の
よ
う
に
、
外
殿
が
広
い
場
合
は
、
最
後
の
祭
員
が
着
座
を
確
認
し
た
ら
、
正
中
ま
で
進
み
出
ず
、
自

席
側
で
神
前
に
向
か
い
深
揖
し
、
自
席
に
着
座
す
る
こ
と
も
あ
る
。 

２ 

号
令 

 

祭
員
、
参
拝
者
の
両
方
に
よ
く
聞
こ
え
る
よ
う
に
、
は
っ
き
り
と
声
を
発
す
る
。 

 

祭
場
（
会
堂
）
の
大
き
さ
、
参
拝
者
の
数
に
よ
っ
て
は
、
ゆ
っ
く
り
と
発
声
す
る
。 

 

声
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
付
け
た
り
、
む
や
み
に
気
張
っ
た
り
し
な
い
。 

 

祭
詞
奏
上
の
際
の
「
一
同
敬
礼
」
は
、
祭
主
が
祭
詞
を
広
げ
、
深
揖
す
る
の
に
合
わ
せ
て
発
声
す
る
。
ま
た
、「
直
る
」
は
、

祭
詞
奏
上
が
終
わ
っ
た
後
の
深
揖
に
合
わ
せ
る
。 

 

捲
簾
の
際
、
号
令
を
か
け
る
場
合
は
、
捲
簾
役
が
御
簾
に
手
を
か
け
た
ら
「
一
同
敬
礼
」、
捲
簾
が
終
わ
り
、
捲
簾
役
が
跪
居

に
な
っ
た
ら
「
直
る
」
と
発
声
す
る
。 

 

祭
詞
の
と
き
や
捲
簾
の
と
き
の
「
直
る
」
の
発
声
は
深
い
敬
礼
の
ま
ま
で
は
声
が
通
ら
な
い
の
で
、
浅
い
敬
礼
で
行
っ
て
も
よ

い
。
ま
た
、
捲
簾
役
等
の
祭
員
の
動
静
を
把
握
す
る
た
め
、
浅
い
敬
礼
の
姿
勢
を
と
る
こ
と
も
あ
る
。 

 

玉
串
奉
奠
の
際
の
「
一
同
共
に
拝
礼
」
ま
た
は
、「
祭
員
共
に
拝
礼
」
は
、
玉
串
奉
奠
者
が
、
玉
串
を
案
に
置
い
た
頃
を
見
計

ら
っ
て
発
声
す
る
。 
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３ 

退
下 

 

祭
主
の
、
退
下
前
の
小
揖
を
見
届
け
た
ら
、
小
揖
し
て
自
席
を
立
ち
、
退
下
す
る
側
の
祭
員
席
の
下
の
位
置
で
、
神
前
に
斜
め

に
向
き
止
立
す
る
。（
正
中
を
横
切
る
場
合
は
屈
行
す
る
） 

 

祭
主
が
正
中
で
深
揖
す
る
の
に
合
わ
せ
て
、
深
揖
し
、
祭
主
を
待
つ
。 

 

祭
主
が
自
分
も
手
前
約
一
メ
ー
ト
ル
の
所
へ
来
た
ら
、
祭
主
に
向
か
っ
て
挨
拶
（
小
揖
）
す
る
。 

 

直
ぐ
向
き
直
り
、
祭
主
以
下
祭
員
を
先
導
し
て
退
下
す
る
。
歩
く
速
度
は
楽
に
合
わ
せ
る
が
、
参
向
よ
り
速
い
。 

４ 

転
座 

 
参
向
、
退
下
に
準
ず
る
。 

 

八 

先
唱
役
の
作
法  

典
礼
の
「
○
○
奉
唱
」
の
号
令
が
か
か
る
と
、
直
ぐ
懐
笏
・
懐
扇
し
て
拝
詞
集
を
出
し
、
浅
い
敬
礼
（
拝
詞
集
を
閉
じ
た
ま
ま
）

を
す
る
。 

 

敬
礼
す
る
と
間
が
あ
か
な
い
よ
う
直
ぐ
発
声
す
る
。
拝
詞
集
の
該
当
ペ
ー
ジ
は
奉
唱
し
な
が
ら
探
す
よ
う
に
す
る
。（
敬
礼
の

姿
勢
で
該
当
ペ
ー
ジ
を
探
す
と
、
姿
勢
が
乱
れ
る
。） 

 

発
声
に
つ
い
て
は
、
一
音
一
音
切
っ
て
、
大
き
な
声
で
、
参
拝
者
、
祭
員
を
引
っ
張
る
よ
う
な
気
持
ち
で
す
る
。 

 

先
唱
と
唱
和
と
の
間
は
、
息
継
ぎ
を
し
な
い
で
、
先
唱
の
最
後
の
音
を
少
し
延
ば
す
よ
う
に
す
る
と
よ
い
。
唱
和
の
部
分
に
入

っ
て
、
自
分
の
息
の
切
れ
る
所
で
始
め
て
息
継
ぎ
を
す
る
。 

 

奉
唱
が
終
わ
り
、
最
後
の
音
で
敬
礼
（
拝
詞
集
を
閉
じ
な
が
ら
）
に
な
る
。
先
唱
者
は
最
後
の
音
を
延
ば
す
。 

（
注
） 

・「
天
地
書
附
奉
体
」「
取
次
唱
詞
奉
唱
」
の
場
合
は
拝
詞
集
を
出
さ
ず
、
正
笏
・
正
扇
で
奉
唱
す
る
。
ま
た
、
頭
を
お
こ
し
て
正

笏
・
正
扇
の
姿
勢
に
な
る
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
ど
ち
ら
も
「
生
神
金
光
大
神
」
と
先
唱
し
た
直
後
で
あ
る
。 
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霊 前  神 前 

 

 

 

九 

参
向
・
退
下 

１ 

参
向 

 

楽
が
あ
る
場
合
は
楽
に
合
わ
せ
て
歩
く
。
お
お
む
ね
緩
歩
。 

 

二
列
で
参
向
す
る
場
合
は
、
角
を
曲
が
る
と
き
に
気
を
付
け
る
。
内
側
の
人
は
そ
の
場
で
向
き
を
変
え
て
待
ち
、
外
側
の
人
が

横
に
そ
ろ
う
の
を
確
認
し
て
か
ら
歩
を
進
め
る
。 

 

原
則
と
し
て
自
席
の
や
や
下
手
、
正
中
に
止
立
し
、
深
揖
す
る
。 

 

自
席
に
向
か
い
、
座
前
着
座
。 

 
霊
前
側
か
ら
参
向
す
る
場
合
は
、
霊
前
の
正
中
を
横
切
る
と
き
、
屈
行
す
る
。 

２ 

退
下 

 

自
分
よ
り
上
位
の
祭
員
が
小
揖
し
た
ら
、
少
し
遅
れ
て
小
揖
し
、
起
座
の
後
、
参
向
の
と
き
深
揖
し
た
位
置
へ
向
か
う
。 

 

上
位
の
祭
員
が
正
中
で
深
揖
し
退
い
た
ら
、
正
中
進
み
、
止
立
し
、
深
揖
。 

 

逆
行
右
回
転
し
て
、
前
の
祭
員
に
続
い
て
退
下
す
る
。 

 

歩
く
速
さ
は
楽
に
合
わ
せ
る
が
、
参
向
の
と
き
よ
り
速
い
。 

 

二
列
で
退
下
す
る
場
合
は
、
相
手
と
動
作
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
正
中
で
深
揖
し
た
ら
、
お
互
い
顔
を
見
合
わ
せ

な
が
ら
内
回
り
で
回
転
し
て
退
下
す
る
。
つ
ま
り
、
左
側
（
祭
主
側
）
の
祭
員
は
逆
行
左
回
転
に
な
る
。 

 

霊
前
か
ら
神
前
の
方
へ
退
下
す
る
場
合
は
、
神
前
の
正
中
を
横
切
る
と
き
、
屈
行

す
る
。 

３ 

転
座 

 

参
向
、
退
下
に
準
ず
る
。 

 

二
列
で
転
座
す
る
場
合
、
神
前
正
中
か
ら
霊
前
に
向
か
っ
て
曲
が
る
と
き
、
そ
の

ま
ま
曲
が
る
と
祭
員
の
左
右
が
入
れ
替
わ
る
。
そ
の
と
き
は
下
図
の
よ
う
に
、
二
人

は
交
差
す
る
と
よ
い
。 

〈二列で転座するとき〉 
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十 

一
人
で
仕
え
る
祭
典
作
法 

 

祭
主
、
先
唱
役
、
後
取
、
賛
者
、
典
礼
を
一
人
で
奉
仕
す
る
た
め
に
は
、
事
前
の
し
つ
ら
え
等
に
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
祭
主
と
後
取
な
ど
、
一
人
で
は
同
時
に
行
え
な
い
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。 

１ 

し
つ
ら
え  

月
例
祭
の
場
合
、
玉
串
案
、
膝
衝
を
祭
典
前
に
所
定
の
位
置
に
設
置
す
る
。
ま
た
、
祭
主
の
左
手
元
に
三
方
等
を
用
意
し
、
そ

の
上
に
祭
詞
と
玉
串
を
置
い
て
お
く
。
他
の
祭
具
も
必
要
に
応
じ
て
祭
具
置
場
に
用
意
し
て
お
く
。（
参
拝
者
用
の
玉
串
と
案
な

ど
） 

 
宅
祭
等
の
場
合
は
月
例
祭
の
応
用
と
し
て
、
膝
衝
を
省
略
し
た
り
、
参
拝
者
用
の
玉
串
案
を
省
略
し
、
祭
主
の
玉
串
案
と
同
案

に
し
た
り
、
祭
詞
を
懐
中
し
た
り
す
る
。
祭
典
の
性
格
に
合
せ
て
、
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。（
天
地
書
附
、
お
供
え
物
、
拝
詞
集

等
の
準
備
確
認
も
含
む
） 

２ 

作
法
（
月
例
祭
の
式
次
第
に
従
っ
て
説
明
す
る
） 

 

参
向
、
着
席
―
―
―
―
―
―
―
神
前
左
側
に
着
座
す
る
場
合
と
、
神
前
正
中
に
着
座
す
る
場
合
が
あ
る
。
左
側
に
着
座
す
る
場

合
は
基
本
に
同
じ
。
神
前
正
中
に
着
座
す
る
場
合
は
、
参
向
す
る
と
す
ぐ
神
前
着
座
の
作
法
で
着

座
す
る
。 

 

拝
礼
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
「
一
同
拝
礼
」
の
号
令
を
み
ず
か
ら
か
け
、
拝
礼
す
る
。 

 

神
前
拝
詞
奉
唱
―
―
―
―
―
―
号
令
を
か
け
た
後
、
す
ぐ
先
唱
を
す
る
。 

 

取
次
唱
詞
奉
唱
―
―
―
―
―
―
神
前
に
着
座
し
て
い
る
場
合
は
、
号
令
を
か
け
た
後
、
み
ず
か
ら
先
唱
す
る
こ
と
が
多
い
。
先

唱
し
な
い
場
合
は
、
い
っ
た
ん
左
側
に
移
り
、
号
令
を
か
け
る
。
左
側
に
着
座
し
て
い
る
場
合
は
、

基
本
と
同
じ
。 

 

祭
詞
奏
上
―
―
―
―
―
―
―
―
左
側
に
着
座
し
て
い
る
場
合
は
神
前
に
向
か
い
着
座
し
た
の
ち
、
祭
詞
を
手
元
の
三
方
か
ら
右

手
で
と
る
（
懐
中
の
場
合
は
出
す
）。
奏
上
の
作
法
は
基
本
に
同
じ
だ
が
「
一
同
敬
礼
」「
直
る
」

の
号
令
も
み
ず
か
ら
か
け
る
こ
と
に
な
る
。
後
段
の
再
拝
の
後
、
右
手
で
祭
詞
を
持
ち
三
方
に
戻
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す
（
ま
た
は
懐
中
す
る
）。
以
後
、
基
本
と
同
じ
。 

 

玉
串
奉
奠
―
―
―
―
―
―
―
―
三
方
か
ら
右
手
で
玉
串
を
と
る
。
三
方
に
玉
串
を
用
意
し
て
い
な
い
場
合
は
祭
具
置
場
へ
向
か

い
、
玉
串
を
持
ち
、
あ
ら
た
め
て
神
前
着
座
の
作
法
で
着
座
し
、
玉
串
を
奉
奠
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参
拝
者
玉
串
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
と
き
、「
一
同
共
に
拝
礼
」
と
号
令
を
か
け
る
。 

 

天
地
書
附
奉
体
―
―
―
―
―
―
号
令
を
か
け
る
。
先
唱
を
す
る
。 

 

参
拝
者
玉
串
奉
奠
の
準
備
―
―
神
前
起
座
の
作
法
で
神
前
を
立
つ
。
三
歩
逆
行
し
、
そ
こ
か
ら
賛
者
の
祭
具
を
撤
す
る
作
法
で

膝
衝
を
撤
し
、
参
拝
者
用
の
玉
串
案
を
設
置
し
た
の
ち
、
左
側
の
祭
主
席
へ
着
座
す
る
（
参
拝
者

に
玉
串
を
手
次
ぐ
こ
と
も
あ
る
）。 

 

参
拝
者
総
代
玉
串
奉
奠
―
―
―
号
令
を
か
け
る
。 

 

神
徳
賛
詞
奉
唱
―
―
―
―
―
―
神
前
拝
詞
奉
唱
に
同
じ 

 

拝
礼
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
最
初
に
同
じ 

 

転
座
以
後
、
神
前
と
同
じ 

（
注
） 

・
諸
役
そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
を
習
熟
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
諸
役
作
法
が
交
代
す
る
と
こ
ろ
の
作
法
が
お
ろ
そ
か
に
な
ら

な
い
よ
う
に
気
を
付
け
る
。 

・
二
人
で
祭
典
を
仕
え
る
場
合
、
原
則
と
し
て
、
一
人
は
祭
主
の
み
を
奉
仕
し
、
他
の
祭
員
は
、
祭
主
以
外
の
諸
役
を
す
べ
て
分

担
す
る
。
た
だ
し
、
参
向
、
退
下
は
、
先
導
し
な
い
。（
祭
主
、
祭
員
の
順
に
参
向
） 

 

十
一 

信
徒
の
祭
典
参
加 

 

み
ん
な
で
奉
仕
す
る
祭
典
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
積
極
的
に
参
加
、
奉
仕
す
る
こ
と
が
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
、
そ
の
作

法
も
正
し
く
し
、
真
心
を
尽
す
と
い
う
こ
と
も
大
事
な
こ
と
で
あ
る
。 

 

次
に
示
す
も
の
は
、
特
に
信
徒
と
し
て
祭
典
に
奉
仕
す
る
上
で
、
作
法
を
重
ん
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。 
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１ 

取
次
唱
詞
先
唱
者
（
取
次
唱
詞
役
） 

（
１
）
心
得 

 

取
次
唱
詞
奉
唱
は
、
本
教
の
根
源
で
あ
る
「
お
取
次
を
頂
く
」
こ
と
を
儀
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
先
唱
者
は
参
拝
者
を
代
表

し
て
取
次
を
頂
く
の
で
あ
る
。 

 

先
唱
者
は
祭
員
と
同
様
、
身
を
清
潔
に
し
、
服
装
を
整
え
、
祭
典
に
臨
む
。 

（
２
）
作
法 

 

先
ず
、
自
席
に
お
い
て
、
拝
詞
集
の
取
次
唱
詞
の
ペ
ー
ジ
を
開
き
、
指
を
挟
ん
で
お
く
。 

 
次
に
、「
一
同
取
次
唱
詞
奉
唱
」
の
号
令
が
か
か
る
と
浅
く
一
礼
（
揖
）
し
て
自
席
を
立
ち
、
神
前
に
向
か
う
。 

 

次
に
、
予
め
打
ち
合
せ
て
お
い
た
位
置
で
止
立
し
、
浅
く
一
礼
（
揖
）
し
た
後
、
着
座
す
る
。 

 

次
に
、
拝
詞
集
を
開
き
な
が
ら
上
体
を
伏
す
（
浅
い
敬
礼
）。
こ
の
動
作
に
祭
員
、
参
拝
者
は
合
せ
る
の
で
、
そ
の
こ
と
に
心

を
配
る
。 

 

次
に
、
先
唱
を
始
め
る
。「
生
神
金
光
大
神
」
で
上
体
を
起
こ
し
「
御
取
次
」
と
奉
唱
す
る
。
声
を
大
き
く
、
は
っ
き
り
、
一

音
一
音
切
る
よ
う
に
発
生
す
る
。
最
後
の
「
と
り
つ
ぎ
」
の
「
ぎ
」
は
や
や
延
ば
す
よ
う
に
心
掛
け
る
。
短
く
切
る
と
語
気
が
強

く
な
り
、
命
令
調
子
に
な
り
、
相
応
し
く
な
い
。 

 

先
唱
を
続
け
、
最
後
の
「
い
き
が
み
こ
ん
こ
う
だ
い
じ
ん
さ
ま
ー
」
で
上
体
を
伏
す
（
浅
い
敬
礼
）。 

 

次
に
、
そ
の
場
を
立
ち
、
浅
く
一
礼
（
揖
）
を
し
、
数
歩
さ
が
り
自
席
に
戻
る
。 

２ 

玉
串
奉
奠
者 

（
１
）
心
得 

 

玉
串
は
信
奉
者
の
真
心
を
紙
垂
に
込
め
て
お
供
え
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
奉
奠
者
は
参
拝
者
の
代
表
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を

心
得
え
て
粗
末
の
無
い
よ
う
に
正
し
い
作
法
で
奉
奠
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。 

 

代
表
は
祭
員
と
同
様
、
身
を
清
潔
に
し
、
服
装
を
整
え
、
祭
典
に
臨
む
。
教
会
長
（
ま
た
は
信
徒
総
代
）
か
ら
依
頼
が
あ
れ
ば
、

喜
び
の
気
持
ち
で
御
用
さ
せ
て
頂
く
。
そ
の
心
が
神
様
に
受
け
取
っ
て
頂
け
る
の
で
あ
る
。 
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（
２
）
作
法 

 

先
ず
、
賛
者
ま
た
は
信
徒
総
代
か
ら
一
礼
を
し
な
が
ら
玉
串
を
受
け
取
り
、
玉
串
の
中
程
を
左
手
で
下
か
ら
、
元
の
部
分
を
右

手
で
上
か
ら
つ
ま
み
持
ち
、
胸
の
高
さ
に
や
や
左
高
に
持
つ
。 

 

次
に
、
浅
く
一
礼
（
揖
）
を
し
て
そ
の
場
を
立
ち
、
神
前
（
玉
串
案
の
前
）
に
向
か
う
。 

 

次
に
、
神
前
の
前
で
止
立
し
、
浅
く
一
礼
（
揖
）
を
し
た
後
、
着
座
す
る
。 

 

次
に
、
玉
串
を
持
っ
た
ま
ま
前
方
に
差
し
出
し
つ
つ
、
願
い
を
込
め
て
深
く
一
礼
（
一
拝
・
心
中
祈
念
）
を
す
る
。 

 

次
に
、
左
手
を
前
方
に
回
し
、
右
手
を
手
元
に
引
い
て
、
玉
串
を
縦
に
し
、
左
手
を
す
り
下
げ
て
右
手
を
放
す
。 

 
次
に
、
右
手
を
玉
串
の
中
程
を
裏
よ
り
（
手
の
ひ
ら
を
上
に
向
け
て
）
軽
く
持
ち
、
更
に
玉
串
を
右
に
回
し
つ
つ
、
元
の
方
を

神
前
に
向
け
る
。 

 

次
に
、
右
手
で
玉
串
を
前
方
に
差
し
出
し
、
左
手
を
玉
串
の
先
の
あ
た
り
の
裏
側
に
添
え
、
案
の
上
に
奉
奠
す
る
（
案
の
遠
く

に
着
座
し
て
い
た
場
合
は
少
し
前
に
出
て
奉
奠
し
、
終
わ
っ
た
ら
元
に
戻
る
）。
こ
の
と
き
、
紙
垂
が
正
し
く
榊
に
乗
っ
て
い
る

よ
う
気
を
付
け
る
。（
紙
垂
の
方
が
重
要
で
あ
る
） 

 

次
に
、
一
礼
（
拝
）
、
四
拍
手
（
基
本
作
法
参
照
）
、
一
礼
（
拝
）
す
る
。
こ
の
と
き
、
「
参
拝
者
一
同
共
に
拝
礼
」
の
号
令
が

あ
る
こ
と
が
あ
る
。（
玉
串
総
代
が
一
組
の
場
合
、
ま
た
は
、
最
後
の
組
の
場
合
）
他
の
参
拝
者
が
動
作
を
合
せ
や
す
い
よ
う
に

心
を
配
る
。 

 

次
に
、
そ
の
場
を
立
ち
、
浅
く
一
礼
（
揖
）
を
し
、
数
歩
さ
が
り
自
席
に
戻
る
。 

３ 

補
助
賛
者 

（
１
）
心
得 

 

祭
典
が
荘
厳
に
、
ま
た
円
滑
に
執
行
さ
れ
る
為
に
は
、
い
ず
れ
も
大
切
な
御
用
と
心
得
て
奉
仕
す
る
。 

 

そ
れ
ぞ
れ
の
御
用
に
ふ
さ
わ
し
い
服
装
（
儀
式
服
に
準
ず
る
服
装
で
奉
仕
す
る
。
た
と
え
ば
、
白
衣
に
紫
袴
と
か
そ
れ
に
近
い

和
服
。
な
お
、
洋
服
で
奉
仕
す
る
場
合
で
も
上
着
を
着
用
す
る
よ
う
に
す
る
）
で
奉
仕
す
る
。
身
体
に
気
を
付
け
、
当
日
の
御
用

に
欠
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
。
分
担
が
決
ま
れ
ば
、
責
任
を
持
っ
て
御
用
さ
せ
て
頂
く
。
受
け
た
お
か
げ
の
お
礼
を
さ
せ
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て
頂
く
の
が
御
用
で
あ
る
。
神
様
は
真
心
か
ら
の
御
用
を
お
喜
び
く
だ
さ
る
。 

 

い
ず
れ
の
御
用
に
し
て
も
、
相
手
が
あ
る
。
相
手
が
次
の
御
用
を
し
や
す
い
よ
う
に
心
配
り
を
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。 

（
２
）
御
用
内
容 

・
祭
具
を
手
次
ぐ 

 

常
日
頃
か
ら
教
師
と
共
に
賛
者
の
作
法
に
つ
い
て
学
習
し
て
お
く
。
御
用
に
あ
た
っ
て
は
、
賛
者
が
次
の
御
用
が
し
や
す
い
よ

う
に
、
祭
具
を
手
次
ぐ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
（
玉
串
案
、
膝
衝
等
は
、
自
分
は
反
対
を
持
つ
よ
う
に
す
る
と
、
賛
者
は
正
し
く
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
る
）。
ま
た
、
式
次
第
を
充
分
に
把
握
し
、
賛
者
や
後
取
を
待
た
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
心
掛
け
る
。 

・
宣
教
の
補
助 

 

宣
教
の
補
助
と
は
、
神
伝
を
講
台
か
ら
下
げ
る
等
の
御
用
で
あ
る
。
講
師
（
読
師
）
が
神
伝
を
捧
読
し
終
わ
り
、
三
方
の
上
に

神
伝
を
納
め
た
後
、
一
拝
四
拍
手
一
拝
を
す
る
。
そ
の
頃
合
を
見
計
ら
っ
て
座
を
立
ち
、
講
台
の
前
で
一
礼
（
揖
）
し
、
三
方
を

捧
げ
持
ち
、
数
歩
さ
が
り
な
が
ら
、
所
定
の
位
置
に
納
め
る
。 

・
献
饌
の
御
用
（
手
長
） 

 

献
饌
行
事
の
前
に
は
所
定
の
場
所
に
配
置
し
、
覆
面
も
着
用
す
る
。 

 

常
日
頃
か
ら
教
師
と
共
に
献
饌
の
作
法
に
つ
い
て
学
習
し
て
お
く
（
献
饌
、
撤
献
作
法
参
照
）。 

・
玉
串
を
手
次
ぐ 

 

参
拝
者
総
代
玉
串
奉
奠
者
に
玉
串
を
手
次
ぐ
御
用
が
あ
る
。
賛
者
が
玉
串
案
を
設
置
す
る
頃
、
玉
串
を
順
次
代
表
に
手
渡
す
。

そ
の
と
き
、
総
代
が
左
高
に
持
て
る
よ
う
、
自
分
は
玉
串
の
中
程
を
右
手
で
上
か
ら
、
元
を
左
手
で
下
か
ら
（
手
の
ひ
ら
を
上
に

向
け
て
）、
や
や
右
高
に
も
つ
。
紙
垂
が
重
要
で
あ
る
か
ら
、
榊
の
上
に
正
し
く
載
っ
て
い
る
よ
う
に
渡
す
。 

４ 

そ
の
他
の
役
割
（
事
前
準
備
も
含
む
） 

（
１
）
教
会
の
洒
掃

さ
い
そ
う 

 

祭
典
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
神
前
、
広
前
、
境
内
を
掃
除
さ
せ
て
頂
く
御
用
で
あ
る
。
信
心
修
行
と
心
得
て
掃
除
す
る
と
こ
ろ

に
、
洒
掃
と
い
う
意
味
が
あ
る
。「
先
生
の
教
会
」
と
思
っ
て
奉
仕
す
る
の
で
は
な
く
、「
神
様
の
教
会
」「
私
の
教
会
」
と
思
い
、
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心
を
尽
く
す
。 

 

相
談
の
上
、
計
画
を
立
て
、
分
担
に
責
任
を
も
っ
て
洒
掃
す
る
。
洒
掃
に
は
「
こ
れ
で
済
み
ま
し
た
」
と
い
う
こ
と
は
な
い
。 

（
２
）
直
会
の
準
備 

 

神
様
の
お
下
が
り
を
参
拝
者
が
頂
く
た
め
の
準
備
に
当
る
御
用
で
あ
る
。
御
用
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
祭
典
中
に
準
備
し
て
い
る

の
で
は
、
工
夫
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
教
話
を
拝
聴
し
た
後
、
す
ば
や
く
配
膳
が
出
来
る
よ
う
に
、
予
め
計
画
を
立
て
、
準
備
を

し
て
お
く
等
の
工
夫
も
で
き
る
。 

 

調
理
の
最
中
、
極
力
私
語
を
慎
み
、
天
地
の
お
恵
み
が
粗
末
に
な
ら
な
い
よ
う
心
を
込
め
て
奉
仕
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。 

調
饌
の
心
構
え
と
同
じ
と
心
得
る
。 

（
３
）
受
付
け 

 

た
と
え
ば
、
次
に
示
す
御
用
が
あ
る
。 

 

・
お
供
え
を
受
け
取
る
。 

 

・
奉
献
者
名
簿
（
お
届
帳
）
の
記
帳
す
る
。 

 

・
御
神
米
を
渡
す
。 

 

・
配
付
物
を
渡
す
。 

 

・
必
要
に
応
じ
て
、
施
設
の
案
内
、
祭
典
の
説
明
等
を
す
る
。 

（
４
）
調
饌
（
調
饌
員
） 

 

教
師
の
指
導
の
も
と
、
調
饌
の
御
用
に
当
る
。
調
饌
に
つ
い
て
は
、
予
め
学
習
し
て
お
く
。 

 

手
を
洗
い
、
服
装
を
調
え
、
覆
面
を
す
る
。
御
用
に
あ
た
っ
て
は
身
体
を
整
え
、
不
用
な
言
動
を
慎
む
。
喫
煙
な
ど
し
な
い
。 

（
５
）
更
衣
係 

 

祭
員
の
更
衣
を
手
伝
う
。 

 

手
を
洗
い
、
御
用
に
相
応
し
い
服
装
で
奉
仕
す
る
。 

 

祭
員
か
ら
、
白
衣
、
じ
ゅ
ば
ん
、
足
袋
、
祭
服
一
式
を
預
り
、
身
に
つ
け
る
順
に
着
や
す
い
よ
う
整
え
て
お
く
。 
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祭
服
の
着
か
た
や
、
た
た
み
方
を
予
め
学
習
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
祭
員
に
そ
の
度
に
聞
い
て
い
た
の
で
は
御
用
に

な
ら
な
い
。 

（
６
）
典
楽
、
オ
ル
ガ
ン
伴
奏 

 

祭
典
中
の
奏
楽
、
本
教
の
歌
斉
唱
の
伴
奏
の
御
用
に
当
る
。
習
礼

し
ゅ
う
れ
い

（
予
行
演
習
）
を
充
分
積
み
、
最
高
の
も
の
を
お
供
え
す

る
つ
も
り
で
奉
仕
す
る
。
祭
典
中
の
待
機
の
時
間
も
大
切
な
御
用
と
心
得
て
参
拝
す
る
。 

（
注
） 

御
用
さ
せ
て
頂
く
に
も
、
何
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
知
っ
て
い
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
祭
典
の
ま
で
に
、
企
画
会
議
、
研

修
会
等
を
自
己
の
研
鑚
に
努
め
る
。 

 

十
二 

立
礼
に
お
け
る
作
法
・
椅
子
を
使
っ
た
作
法 

 

立
礼
の
作
法
と
、
立
礼
に
準
じ
た
椅
子
の
作
法
（〈 

〉
内
が
立
礼
に
加
わ
る
）
を
記
す
。 

１ 

自
席
へ
つ
く
作
法 

 

座
前
着
座
は
、
自
席
に
向
か
っ
て
止
立
、
小
揖
、
向
き
直
っ
て
小
揖
。〈
椅
子
に
座
る
。〉 

 

向
き
直
る
と
き
に
は
、
下
座
の
足
を
上
座
の
爪
先
の
前
に
ほ
ぼ
直
角
に
踏
み
入
れ
、
そ
の
爪
先
を
軸
に
し
て
体
を
回
転
さ
せ
つ

つ
も
う
一
方
の
足
を
列
の
線
に
合
わ
せ
て
立
ち
、
最
後
に
両
方
の
足
を
そ
ろ
え
る
。 

 

座
後
着
座
は
、
列
後
か
ら
列
の
一
歩
手
前
で
止
立
、
小
揖
、
下
座
の
足
、
上
座
の
足
と
進
め
て
、
爪
先
を
列
の
線
に
踏
み
そ
ろ

え
て
小
揖
す
る
。〈
椅
子
に
座
る
。〉（
傍
線
部
は
列
を
そ
ろ
え
る
祭
員
が
い
る
場
合
） 

２ 

自
席
を
離
れ
る
作
法 

 

〈
椅
子
か
ら
立
つ
、〉
小
揖
、
下
座
の
足
か
ら
進
む
。 

３ 

神
前
着
座
の
作
法 

祭
主
の
場
合 

＝ 

所
定
の
位
置
の
三
歩
手
前
で
〈
椅
子
の
後
ろ
で
〉
止
立
、
深
揖
、
三
歩
進
行
、
止
立
、〈
椅
子
に
座
る
〉
一
拝 

祭
主
以
外
の
場
合 

＝ 

所
定
の
位
置
で
止
立
、
一
拝 
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４ 

神
前
起
座
の
作
法 

祭
主
の
場
合 

＝ 

一
拝
、〈
椅
子
か
ら
立
ち
、
椅
子
を
避
け
て
〉
逆
行
し
、
深
揖
、
自
席
の
方
へ
向
き
を
か
え
て
進
む
。 

祭
主
以
外
の
場
合 

＝ 

一
拝
、
逆
行 

５ 

神
前
に
案
（
椅
子
）
を
進
め
る
と
き
（
賛
者
） 

 

神
前
の
案
（
椅
子
）
を
設
け
る
位
置
で
止
立
、
案
（
椅
子
）
を
置
い
た
ら
、
叉
手
、
逆
行
三
歩
（
右
足
を
下
げ
る
、
左
足
を
下

げ
る
、
左
足
に
右
足
を
そ
ろ
え
る
）、
把
笏
・
把
扇
、
小
揖
、
逆
行
右
回
転
で
下
が
る
。 

６ 

神
前
の
椅
子
（
案
）
を
撤
す
る
と
き
（
賛
者
） 

 
神
前
に
あ
る
椅
子
（
案
）
の
三
歩
前
で
止
立
し
、
小
揖
、
懐
笏
・
懐
扇
（
挿
笏
）
、
叉
手
、
進
行
三
歩
（
左
足
を
進
め
る
、
右

足
を
進
め
る
、
右
足
に
左
足
を
そ
ろ
え
る
）
の
後
、
椅
子
（
案
）
を
持
っ
た
ら
、
逆
行
右
回
転
す
る
。 

７ 

祭
詞
（
玉
串
）
を
手
次
ぐ
と
き
（
後
取
） 

 

先
ず
、
祭
主
の
左
後
方
三
歩
前
で
止
立
、
小
揖
し
、
三
歩
進
行
（
下
の
足
を
進
め
る
、
上
の
足
を
進
め
る
、
上
の
足
に
下
の
足

を
そ
ろ
え
る
）
し
て
、
祭
詞
（
玉
串
）
を
手
次
ぐ
。 

 

次
に
、
三
歩
逆
行
（
上
の
足
を
下
げ
る
、
下
の
足
を
下
げ
る
、
下
の
足
に
上
の
足
を
そ
ろ
え
る
）
し
て
、
把
笏
・
把
扇
し
、
小

揖
、
逆
行
右
回
転
で
自
席
に
戻
る
。 

８ 

祭
詞
を
下
げ
る
と
き
（
後
取
） 

 

先
ず
、
祭
主
の
左
後
方
三
歩
前
で
止
立
、
小
揖
し
、
懐
笏
・
懐
扇
（
挿
笏
）、
叉
手
、
三
歩
進
行
し
て
、
祭
詞
を
受
け
取
る
。 

 

次
に
、
三
歩
逆
行
し
て
、
小
揖
、
逆
行
右
回
転
で
自
席
に
戻
る
。 

９ 

敬
礼 

 

立
礼
や
、
椅
子
に
座
っ
て
の
敬
礼
は
、
平
成
二
十
年
六
月
に
、
浅
い
敬
礼
、
深
い
敬
礼
は
一
つ
の
敬
礼
に
統
一
さ
れ
た
。 

敬
礼
は
、
正
笏
・
正
扇
か
ら
、
笏
尾
、
要
を
下
腹
に
引
き
付
け
な
が
ら
、
上
体
を
倒
す
。
こ
の
と
き
、
左
図
の
よ
う
に
、
上
体

は
六
十
度
、
笏
・
桧
、
扇
は
床
と
平
行
に
す
る
。 
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拝
詞
奉
唱
の
前
後
の
敬
礼
は
、
笏
・
桧
扇
を
持
た
な
い
代
わ
り
に
、
拝
詞
集
を
、
笏
・
桧
扇
に
見
た
て
て
敬
礼
を
す
る
と
美
し

く
作
法
が
で
き
る
。
そ
の
と
き
、
拝
詞
集
は
閉
じ
る
。（
該
当
の
ペ
ー
ジ
は
、
唱
和
す
る
よ
う
に
な
っ
て
開
く
。） 

敬
礼
作
法
中
、
笏
尾
、
要
は
下
腹
に
引
き
付
け
た
ま
ま
。
ま
た
、
両
手
も
笏
・
桧
扇
の
正
し
い
位
置
を
持
っ
た
ま
ま
に
し
て
お

く
こ
と
。
姿
勢
を
維
持
す
る
こ
と
に
辛
く
な
り
、
両
膝
や
腿
に
肘
を
つ
い
た
り
し
て
は
見
苦
し
い
。 

な
お
、
拝
は
、
正
笏
・
正
扇
に
構
え
、
笏
頭
、
扇
の
上
端
を
目
通
り
ま
で
垂
直
に
上
げ
、
次
に
、
敬
礼
の
姿
勢
に
な
る
。 

       

10 

献
饌
行
事 

（
１
）
神
饌
長
の
作
法 

座
礼
と
の
相
違
点
は
、
神
前
着
席
、
離
席
の
作
法
と
、
蹲
踞
の
姿
勢
で
あ
る
。
神
前
着
席
の
作
法
は
「
止
立
、
一
拝
」
で
あ
る
。

蹲
踞
の
姿
勢
に
つ
い
て
は
、
後
に
述
べ
る
。 

跪
居
で
の
神
饌
の
伝
供
は
な
く
な
る
の
で
、
立
っ
た
ま
ま
の
伝
供
に
な
る
。 

（
２
）
手
長
の
作
法 

座
礼
と
の
相
違
点
は
、
神
饌
長
の
作
法
に
従
い
、
自
席
を
立
つ
タ
イ
ミ
ン
グ
と
、
蹲
踞
の
姿
勢
で
あ
る
。
蹲
踞
の
姿
勢
に
つ
い

て
は
、
後
に
述
べ
る
。 

座
礼
に
お
い
て
は
、
神
饌
長
の
神
前
着
座
の
作
法
「
止
立
、
深
揖
、
跪
居
、
膝
行
、
着
座
、
一
拝
」
の
「
深
揖
」
に
合
わ
せ
て
、

手
長
が
小
揖
し
て
立
つ
。
し
か
し
、
椅
子
で
の
作
法
に
お
い
て
は
、
神
饌
長
が
自
席
を
起
立
し
、
小
揖
し
た
ら
、
手
長
は
少
し
遅

〈椅子に座っての敬礼〉 

〈立礼の敬礼〉 
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れ
て
起
立
し
て
待
つ
。
神
饌
長
の
神
前
着
席
の
作
法
「
止
立
、
一
拝
」
の
「
一
拝
」
に
合
わ
せ
て
、
手
長
は
小
揖
を
し
、
定
位
配

置
す
る
と
よ
い
。 

11 

蹲
踞 

懐
笏
・
懐
扇
（
挿
笏
）
し
て
、
叉
手
で
正
立
の
姿
勢
を
整
え
る
。 

 

男
子
は
、
足
の
爪
先
は
動
か
さ
ず
に
か
か
と
を
少
し
開
き
、
そ
の
ま
ま
膝
を
折
り
、
腰
を
下
ろ
し
て
う
ず
く
ま
る
。
こ
の
と
き
、

か
か
と
は
地
に
平
に
つ
け
る
と
共
に
、
膝
が
開
い
た
り
閉
じ
た
り
し
な
い
よ
う
気
を
つ
け
る
。 

 

女
子
は
、
そ
の
ま
ま
膝
を
折
っ
て
腰
を
下
ろ
し
、
う
ず
く
ま
る
。
た
だ
し
体
格
に
よ
っ
て
は
男
子
の
作
法
で
蹲
踞
し
て
も
よ
い
。 

 
両
手
は
、
両
膝
を
抱
え
込
む
よ
う
に
し
、
背
を
や
や
曲
げ
る
。 

実
際
こ
の
姿
勢
を
と
る
こ
と
は
難
し
く
、
ま
た
、
座
礼
に
慣
れ
て
い
る
者
に
と
っ
て
、
違
和
感
を
持
つ
姿
勢
で
あ
る
。
応
用
と

し
て
、
定
位
配
置
後
の
蹲
踞
に
代
わ
り
、
叉
手
し
、
上
体
を
深
く
倒
す
姿
勢
が
よ
い
。 

        

12 

奉
幣
行
事 

奉
幣
行
事
に
お
け
る
、
両
段
再
拝
は
、
本
教
に
お
け
る
最
高
の
敬
礼
作
法
で
あ
る
。
椅
子
に
着
席
し
た
ま
ま
で
作
法
を
行
う
と
、

敬
礼
を
中
断
す
る
こ
と
に
な
り
、
本
来
の
敬
礼
の
意
味
を
損
な
う
。
し
た
が
っ
て
、
奉
幣
行
事
に
関
し
て
は
、
祭
場
が
立
礼
の
し

つ
ら
え
で
あ
ろ
う
と
座
礼
で
行
う
と
よ
い
。 

〈立礼の蹲踞〉 

〈立礼における蹲踞の代替〉 



 -78- 

ま
た
は
「
幣
帛
」
を
三
方
の
上
に
載
せ
、
奉
献
す
る
形
に
し
て
も
よ
い
。 

（
注
） 

正
式
の
立
礼
で
は
、
椅
子
に
座
っ
て
い
て
も
、
拝
礼
、
奉
唱
、
祭
詞
、
玉
串
の
度
に
、
祭
員
起
立
、
所
作
、
祭
員
着
席
と
な
る

の
で
あ
る
が
、
だ
ん
だ
ん
と
椅
子
に
座
っ
た
ま
ま
、
座
礼
に
準
じ
た
形
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
て
い
る
。 

・
椅
子
を
使
っ
た
作
法
は
、
立
礼
に
作
法
の
前
後
に
、
座
っ
た
り
、
立
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
と
よ
い
。 

・
立
礼
の
特
長
と
し
て
は
、
膝
行
、
膝
退
の
か
わ
り
に
、
三
歩
づ
つ
進
行
、
逆
行
す
る
。 

 

（
参
考
）
そ
の
他
の
行
事
作
法 

１ 

大
麻
行
事  

昭
和
五
十
八
年
の
祭
式
制
定
に
あ
た
り
、
修
祓
行
事
は
廃
止
さ
れ
た
が
、
大
麻
行
事
ま
で
廃
止
さ
れ
る
ま
で
に
い
た
ら
ず
、「『
祭

式
教
本
』
の
基
本
次
第
の
中
に
は
掲
載
し
な
い
。」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
地
鎮
祭
に
お
け
る
「
四
方
払
い
」
に
代
わ

る
も
の
と
し
て
「
治
め
の
行
事
」
が
採
用
さ
れ
た
が
、
具
体
的
な
作
法
に
つ
い
て
は
「
大
麻
行
事
に
準
じ
る
」
と
さ
れ
た
。 

 

大
麻
行
事
は
、
ご
無
礼
、
不
行
届
き
を
お
詫
び
し
、
改
ま
っ
て
祭
典
を
奉
仕
さ
せ
て
頂
く
も
の
と
し
て
仕
え
る
。 

 

神
道

し
ん
と
う

の
、
榊
に
紙
垂
を
付
け
た
も
の
と
異
な
り
、
本
教
で
は
四
角
い
木
の
串
に
紙
垂
を
付
け
、
形
を
整
え
た
独
自
の
も
の
を
大

麻
と
い
う
。 

 

そ
の
作
法
を
以
下
に
示
す
。 

先
ず
、
自
席
を
立
っ
て
大
麻
の
前
に
進
み
て
、
約
一
、
五
メ
ー
ト
ル
手
前
で
止
立
し
、
神
前
着
座
の
作
法
で
着
座
す
る
。 

 

次
に
、
跪
居
に
な
っ
て
、
懐
笏
・
懐
扇
（
挿
笏
）
の
後
、
叉
手
、
膝
行
し
て
大
麻
の
直
前
ま
で
進
む
。 

 

次
に
、
左
手
を
下
（
台
）
に
、
右
手
を
上
（
串
）
に
し
て
、
大
麻
を
台
よ
り
抜
き
取
る
と
同
時
に
、
左
手
を
右
手
の
上
に
持
ち

か
え
、
右
手
を
す
り
下
げ
て
、
胸
の
高
さ
に
左
高
に
持
ち
、
膝
退
し
て
小
揖
す
る
。 

 

次
に
、
座
を
立
ち
、
逆
行
右
回
転
、
ま
た
は
、
膝
退
し
て
目
的
の
場
所
に
向
か
う
。 

 

次
に
、
大
麻
を
持
っ
た
ま
ま
小
揖
し
、
右
手
を
腹
部
に
、
左
手
を
前
方
に
し
て
大
麻
を
正
面
に
構
え
、
右
手
を
左
手
の
下
ま
で
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す
り
上
げ
、
左
手
を
下
に
持
ち
か
え
る
。
こ
の
と
き
、
大
麻
の
正
面
は
上
を
向
き
、
左
手
は
臍
の
辺
り
に
、
右
手
は
前
方
に
差
し

出
し
た
形
に
な
る
。 

 

次
に
、
大
麻
を
滞
ら
な
い
よ
う
に
、
お
も
む
ろ
に
左
、
右
、
左
と
振
り
、
左
方
で
振
り
止
め
た
ら
、
左
手
を
右
手
の
上
に
持
ち

か
え
、
右
手
を
す
り
下
げ
て
、
元
の
姿
勢
に
戻
っ
て
小
揖
す
る
。（
以
後
く
り
か
え
す
） 

払
い
終
わ
っ
た
ら
、
大
麻
台
の
前
（
最
初
の
一
拝
し
た
位
置
）
に
行
き
、
止
立
、
跪
居
、
小
揖
、
膝
行
し
て
台
の
直
前
ま
で
進

み
、
大
麻
を
正
面
に
立
て
つ
つ
、
右
手
を
す
り
上
げ
、
左
手
は
串
を
離
し
台
を
さ
さ
え
、
串
を
台
に
さ
し
立
て
る
。 

次
に
、
叉
手
、
膝
退
し
た
後
、
把
笏
・
把
扇
し
、
着
座
す
る
。 

次
に
、
神
前
起
座
の
作
法
で
自
席
に
戻
る
。 

（
注
） 

・
地
鎮
祭
の
「
四
方
払
い
」
は
、
祭
壇
に
向
か
っ
て
右
前
方
、
右
後
方
、
左
後
方
、
左
前
方
、
祭
主
、
参
拝
者
の
順
に
払
う
。
ま

た
、
「
治
め
の
行
事
」
も
、
お
お
む
ね
こ
れ
に
準
じ
る
。(

人
に
向
か
っ
て
は
行
わ
な
い) 

・
大
麻
の
串
を
持
つ
と
き
、
下
方
に
あ
る
手
は
、
常
に
串
の
下
端
を
約
三
セ
ン
チ
程
余
し
て
持
つ
。 

・
大
麻
を
持
つ
と
き
、
麻
や
紙
垂
を
祭
服
の
袖
に
抱
え
込
ん
だ
り
、
床
に
付
け
た
り
し
な
い
よ
う
注
意
す
る
。 

・
大
麻
を
振
る
と
き
、
麻
は
上
を
向
い
た
ま
ま
振
る
よ
う
に
し
、
前
方
に
振
り
向
け
な
い
よ
う
に
す
る
。
又
、
大
麻
の
頭
は
水
平

に
振
り
、
上
下
に
し
ゃ
く
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。 

・
行
事
を
行
う
に
あ
た
り
、
対
象
に
触
れ
る
ほ
ど
接
近
し
な
い
。 

・
大
麻
を
台
に
立
て
た
後
は
、
麻
や
紙
垂
を
手
や
笏
・
桧
扇
で
触
れ
な
い
こ
と
。 

・
大
麻
行
事
が
終
り
、
大
麻
役
が
自
席
に
複
座
し
た
の
ち
、
賛
者
は
大
麻
を
撤
す
る
。 

 

２ 

対
揖 

 

参
向
着
席
後
、
全
祭
員
の
気
持
ち
を
一
つ
に
す
る
た
め
、
祭
員
そ
ろ
っ
て
小
揖
を
す
る
こ
と
。 
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３ 

雁
列

が
ん
れ
つ 

 

祭
主
が
玉
串
を
奉
奠
す
る
と
き
、
両
側
の
祭
員
は
、
少
し
神
前
へ
向
き
直
る
こ
と
。 

 

左
側
（
祭
主
側
）
の
男
性
祭
員
は
、
左
膝
を
一
度
閉
じ
て
、
右
膝
に
接
し
、
続
い
て
右
膝
を
開
い
て
正
座
の
姿
勢
に
な
る
。 

 

女
性
祭
員
は
、
右
膝
を
少
し
開
き
、
そ
の
膝
に
、
左
膝
を
接
す
る
よ
う
に
閉
じ
、
正
座
の
姿
勢
に
な
る
。 

 

右
側
（
副
祭
主
側
）
の
祭
員
は
、
左
右
を
替
え
、
右
の
作
法
に
準
じ
る
。 

角
度
に
応
じ
て
以
上
を
繰
り
返
す
。 

 

４ 

警
蹕 

 

終
祭
に
お
い
て
、
霊
璽
奉
遷
の
際
、「
オ
ー
」
と
発
声
す
る
こ
と
。 

 

そ
の
作
法
は
、
正
笏
・
正
扇
し
、
浅
い
敬
礼
に
な
る
。 

最
初
は
小
さ
い
声
か
ら
始
め
、
徐
々
に
声
量
を
上
げ
、
声
量
を
安
定
さ
せ
し
ば
ら
く
し
た
後
、
速
や
か
に
声
量
を
下
げ
る
。 

 

霊
璽
奉
遷
に
つ
い
て
は
原
則
一
声
と
す
る
。 

 

以
前
に
は
、
開
扉
閉
扉
、
降
神
昇
神
行
事
に
お
い
て
用
い
て
い
た
。 
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第
四
部 

儀
式
の
種
類
と
祭
員
の
配
役 

一 

儀
式
の
種
類 

 

本
教
の
儀
式
に
つ
い
て
は
、「
金
光
教
教
規
」
第
二
章
生
神
金
光
大
神
取
次
、
第
七
条
第
３
項
に
、
「
各
種
の
活
動
は
、
祈
念
、

儀
式
、
教
話
、
集
会
、
講
演
、
文
書
、
放
送
、
社
会
奉
仕
そ
の
他
を
も
っ
て
行
う
。
」
と
規
定
し
て
あ
る
。 

 

ま
た
、
本
教
の
儀
式
と
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
あ
る
。 

（
本
部
広
前
の
儀
式
） 

金
光
教
教
規 

第
二
十
二
条 

本
部
広
前
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
儀
式
を
行
う
。 

（
執
行
日
に
つ
い
て
は
「
教
規
施
行
細
則
」
第
六
条
） 

 
 
 
 
 
 
 

一
、
元
日
祭 

 
 

（
一
月
一
日
） 

 
 
 
 
 
 
 

二
、
春
季
霊
祭 

 
 

（
春
分
の
日
） 

 
 
 
 
 
 
 
三
、
天
地
金
乃
神
大
祭 

 

（
四
月
十
日
） 

 
 
 
 
 
 
 

四
、
教
団
独
立
記
念
祭 

 

（
六
月
の
第
二
日
曜
日
） 

 
 
 
 
 
 
 

五
、
秋
季
霊
祭 

 
 

（
秋
分
の
日
） 

 
 
 
 
 
 
 

六
、
生
神
金
光
大
神
大
祭 

 

（
十
月
十
日
） 

 
 
 
 
 
 
 

七
、
立
教
記
念
祭 

 

（
十
一
月
十
五
日
） 

 
 
 
 
 
 
 

八
、
布
教
功
労
者
報
徳
祭 

 

（
十
二
月
の
第
二
日
曜
日
） 

 
 
 
 
 
 
 

九
、
越
年
祭 

 
 

（
十
二
月
三
十
一
日
） 

 
 
 
 
 
 
 

十
、
月
例
祭 

 
 

（
毎
月
十
日
及
び
二
十
二
日
） 

 
 
 
 
 
 

２
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
奉
告
祭
、
祈
願
祭
、
感
謝
祭
及
び
慶
弔
等
の
儀
式
そ
の
他
申
請
に
よ
る

儀
式
を
行
う
。 
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（
儀
式
の
執
行
） 

教
規
施
行
細
則 

第
四
条 

儀
式
は
、
教
主
、
教
会
長
そ
の
他
の
教
師
が
執
行
す
る
。
た
だ
し
、
必
要
に
よ
り
、
教
師
の
指
揮
の

下
に
、
輔
教
又
は
信
徒
に
そ
の
補
助
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

２
、
儀
式
は
、
祭
式
教
本
に
準
拠
し
て
執
行
す
る
。 

（
教
会
の
儀
式
） 

金
光
教
教
規 

第
百
二
十
八
条 

教
会
に
お
い
て
は
、
第
二
十
二
条
の
規
定
に
準
じ
、
当
該
教
会
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
儀

式
を
行
う
。 

教
会
規
則
準
則 

第
六
条 

こ
の
教
会
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
儀
式
を
行
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

一
、
元
日
祭 

 
 
 
 
 
 
 
 

二
、
春
季
霊
祭 

 
 
 
 
 
 
 
 

三
、
天
地
金
乃
神
大
祭 

 
 
 
 
 
 
 
 
四
、
秋
季
霊
祭 

 
 
 
 
 
 
 
 

五
、
生
神
金
光
大
神
大
祭 

 
 
 
 
 
 
 
 

六
、
立
教
記
念
祭 

 
 
 
 
 
 
 
 

七
、
越
年
祭 

 
 
 
 
 
 
 
 

八
、
月
例
祭 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
九
、
開
教
記
念
祭
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
十
、
何
々
） 

２ 

前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
奉
告
祭
、
祈
願
祭
、
感
謝
祭
及
び
慶
弔
等
の
儀
式
そ
の
他
申
請
に
よ
る
儀

式
を
行
う
。 

 

こ
れ
ら
の
儀
式
を
、
恒
例
儀
式
と
諸
祭
（
臨
時
儀
式
、
申
請
儀
式
）
に
分
け
、
そ
の
意
味
合
い
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
大
切

で
あ
る
。 
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二 

恒
例
儀
式 

恒
例
儀
式
と
は
、
日
時
が
ほ
ぼ
定
ま
っ
て
お
り
、
定
例
と
し
て
執
行
さ
れ
る
儀
式
の
こ
と
で
あ
る
。 

『
祭
式
教
本
』
に
恒
例
儀
式
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
あ
る
。 

 

 

本
教
の
祭
典
は
、
生
神
金
光
大
神
取
次
の
一
形
態
で
あ
り
、
同
信
の
者
が
集
ま
り
、
心
を
そ
ろ
え
て
神
（
霊
）
に
向
か

い
、
真
心
を
込
め
て
奉
仕
し
、
神
聖
な
時
を
過
ご
す
儀
式
で
あ
る
。 

 

祭
典
を
奉
仕
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
奉
者
は
、
自
分
の
信
心
を
確
か
め
、
信
奉
者
と
し
て
の
自
覚
を
深
め
、
連
帯
を

生
み
出
し
、
社
会
に
向
か
っ
て
は
、
こ
の
道
の
信
心
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

主
な
恒
例
儀
式
の
意
味
に
つ
い
て
記
す
。 

１ 

元
日
祭 

 

元
日
は
、
一
年
の
生
活
が
始
ま
る
日
で
あ
り
、
元
日
祭
は
一
年
の
こ
と
を
祈
願
す
る
祭
典
で
あ
る
。 

 

「
元
旦
祭
」「
新
年
祭
（
式
）」「
年
頭
祈
願
祭
」
と
い
う
名
称
で
執
行
す
る
こ
と
も
あ
る
。 

２ 

春
季
霊
祭  

本
部
広
前
及
び
教
会
に
は
、
教
団
、
教
会
を
支
え
、
発
展
さ
せ
て
き
た
信
奉
者
の
霊れ

い

を
は
じ
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
縁
の
深
い
霊
が

奉
斎
さ
れ
、
日
々
礼
拝
し
て
い
る
。 

 

春
（
秋
）
季
霊
祭
は
、
季
節
の
折
り
目
に
当
た
る
春
（
秋
）
分
の
日
に
、
改
め
て
霊
神
達
に
お
礼
を
申
し
、
さ
ら
に
そ
の
立
ち

行
き
を
願
い
、
信
心
の
授
受
継
承
の
祈
り
を
込
め
て
奉
仕
す
る
祭
典
で
あ
る
。 

３ 

天
地
金
乃
神
大
祭 

 

天
地
金
乃
神
大
祭
は
、
教
祖
金
光
大
神
に
よ
っ
て
開
現
さ
れ
た
、
天
地
金
乃
神
の
広
大
な
み
恵
み
と
、
深
遠
な
思
召
し
に
対
し
、

感
謝
の
真
を
さ
さ
げ
、
神
へ
の
思
い
を
深
め
、
神
願
成
就
を
祈
願
す
る
祭
典
で
あ
る
。 
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４ 

教
団
独
立
記
念
祭 

 

教
団
独
立
記
念
祭
は
、
教
団
の
独
立
に
思
い
を
い
た
し
、
金
光
大
神
の
信
心
を
世
に
現
し
伝
え
る
た
め
に
、
生
命
を
か
け
た
先

人
の
志
を
受
け
継
ぎ
、
教
団
活
動
の
展
開
を
神
に
祈
願
す
る
祭
典
で
あ
る
。 

５ 

秋
季
霊
祭  

春
季
霊
祭
に
同
じ 

６ 
生
神
金
光
大
神
大
祭 

 

教
祖
金
光
大
神
は
、
神
と
氏
子
と
の
恩
人
と
た
た
え
ら
れ
、
神
命
に
よ
り
旧
暦
九
月
十
に
「
金
光
大
神
祭
」
を
仕
え
ら
れ
て
い

た
。
そ
し
て
、
明
治
十
六
年
十
月
十
日
（
旧
暦
九
月
十
日
）、「
金
光
大
神
祭
」
の
当
日
神
上
が
り
さ
れ
た
。 

 

生
神
金
光
大
神
大
祭
は
、「
金
光
大
神
祭
」
の
内
容
を
頂
く
と
共
に
、
教
祖
の
年
祭
の
意
味
を
も
込
め
て
奉
仕
す
る
祭
典
で
あ

る
。 ま

た
、
教
祖
様
の
お
徳
を
称
え
、
教
祖
様
が
現
し
て
く
だ
さ
っ
た
永
世
生
き
ど
お
し
の
生
神
金
光
大
神
取
次
を
あ
ら
た
め
て
頂

き
、
私
た
ち
も
そ
の
は
た
ら
き
を
現
し
て
い
く
こ
と
を
祈
願
す
る
祭
典
で
あ
る
。 

７ 

立
教
記
念
祭 

 

立
教
記
念
祭
は
、
立
教
神
伝
の
下
が
っ
た
日
に
、
立
教
の
真
義
を
自
覚
的
に
頂
き
直
し
、
天
地
金
乃
神
の
願
い
を
世
に
現
し
、

人
を
救
い
助
け
ら
れ
た
、
教
祖
金
光
大
神
の
信
心
を
、
身
に
受
け
て
い
く
こ
と
を
祈
願
す
る
祭
典
で
あ
る
。 

８ 

布
教
功
労
者
報
徳
祭 

 

布
教
功
労
者
報
徳
祭
は
、
教
統
保
持
者
を
は
じ
め
、
教
会
長
そ
の
他
布
教
功
労
者
と
た
た
え
る
霊
神
に
対
す
る
祭
典
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
諸
霊
神
は
、
生
神
金
光
大
神
取
次
の
道
を
顕
現
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
祭
事
は
、
諸
霊
神
を
取
次
の
神
と
仰
ぎ
ま
つ
り
、

そ
の
精
神
を
受
け
継
ぎ
、
布
教
へ
の
願
い
を
新
た
に
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。 

９ 

越
年
祭 

 

越
年
祭
は
、
元
日
祭
に
対
応
し
、
一
年
の
生
活
の
終
わ
り
の
日
に
当
た
り
、
一
年
の
こ
と
を
感
謝
す
る
祭
典
で
あ
る
。 

「
年
末
感
謝
祭
」
と
い
う
名
称
で
執
行
す
る
こ
と
も
あ
る
。 
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10 

月
例
祭 

 

月
例
祭
は
、
教
祖
金
光
大
神
は
、
神
命
に
よ
っ
て
、
十
日
を
金
光
大
神
、
二
十
二
日
を
金
乃
神
、
二
十
三
日
を
月
天
四
、
二
十

四
日
を
日
天
四
の
ご
縁
日
と
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
由
来
し
、
十
日
に
金
光
大
神
、
二
十
二
日
に
天
地
金
乃
神
の
祭
典
を
行
う
。 

（
注
） 

・
そ
の
他
、
各
教
会
で
は
そ
れ
ぞ
れ
に
教
会
規
則
で
定
め
た
祭
事
を
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
月
例
霊
祭
」「
夏
越
感
謝
祭
」「
開

教
記
念
祭
」「
○
○
祈
願
祭
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

 

三 

諸
祭
（
臨
時
儀
式
） 恒

例
の
儀
式
以
外
の
儀
式
を
、
諸
祭
（
臨
時
儀
式
）
と
い
う
。
ま
た
、
申
請
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
の
で
、「
申
請
儀
式
」
と

も
い
う
。 

『
祭
式
教
本
』
に
諸
祭
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
あ
る
。 

 

諸
祭
は
、
主
と
し
て
申
請
に
基
づ
く
の
で
、
申
請
者
の
願
い
に
応
え
る
こ
と
が
い
る
。
又
、
祭
典
の
性
格
か
ら
、
未
信

奉
者
も
集
ま
る
。
従
っ
て
、
社
会
に
対
し
て
本
教
の
信
仰
を
表
明
す
る
と
共
に
、
未
信
奉
者
に
な
じ
む
儀
式
表
現
が
必
要

で
あ
る
。 

な
お
、
諸
祭
は
、
地
方
の
慣
習
と
微
妙
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
ら
、
本
教
の
儀
式
と
し
て
は
、
一
律
に
定
め
る
こ
と
が

む
つ
か
し
い
。
そ
こ
で
、
儀
式
構
成
は
、
基
本
の
式
次
第
を
応
用
し
、
本
教
の
信
仰
を
、
儀
式
の
上
に
も
表
現
す
る
と
と

も
に
、
対
象
と
な
る
事
柄
や
、
目
的
に
合
わ
せ
て
行
え
る
行
事
を
加
え
て
構
成
す
る
。 

 

 

主
な
諸
祭
の
意
味
に
つ
い
て
記
す
。 
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１ 

帰
教
式 

 

信
徒
が
、
死
生
の
安
心
を
得
、
冠
婚
葬
祭
を
本
教
に
託
す
る
こ
と
を
願
い
出
た
者
が
、
教
徒
と
な
る
時
行
う
。
こ
の
こ
と
を
、

神
様
に
奏
上
し
、
又
、
そ
の
教
徒
が
願
い
出
た
霊
を
教
会
又
は
本
部
広
前
に
祀ま

つ

る
儀
式
で
あ
る
。 

 

個
人
だ
け
の
帰
教
、
家
族
そ
ろ
っ
て
の
帰
教
、
先
祖
ま
で
含
め
て
の
帰
教
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
改
式
（
祭
）
と
も
い
う
。 

２ 
結
婚
式 

 

信
奉
者
が
、
結
婚
と
い
う
新
し
い
人
生
の
出
発
を
神
に
報
告
す
る
儀
式
を
い
う
。 

 

先
祖
の
霊
神
達
に
そ
の
旨
、
報
告
す
る
儀
式
を
加
え
て
も
よ
い
。 

３ 

葬
儀
式 

 

教
徒
の
帰
幽
の
後
に
仕
え
る
、
終
祭
、
告
別
式
、
火
葬
（
埋
葬
）
の
儀
、
葬
後
の
儀
を
総
称
し
て
葬
儀
式
と
い
う
。 

 

終
祭
は
、
人
生
最
後
の
儀
式
で
あ
り
、
祭
主
が
死
者
に
代
わ
っ
て
、
神
に
死
者
の
生
涯
の
お
礼
を
申
し
上
げ
、
以
後
の
立
ち
行

き
を
願
う
も
の
で
、
い
わ
ば
、
死
者
を
神
に
取
次
ぐ
儀
式
で
あ
る
。（
こ
の
時
、
故
人
に
お
く
り
名
を
送
る
） 

 

告
別
式
は
、
故
人
に
対
し
、
会
葬
者
（
縁
故
、
知
人
）
が
告
別
を
す
る
儀
式
で
あ
る
。 

 

火
葬
（
埋
葬
）
の
儀
は
、
近
親
知
己
の
者
が
遺
骸
と
最
後
の
別
れ
を
す
る
儀
式
で
、
火
葬
場
（
墓
地
）
で
行
う
。 

 

葬
後
の
儀
は
、
霊
に
対
し
、
葬
儀
終
了
の
報
告
と
、
新
霊
神
と
し
て
お
祀
り
す
る
旨
を
奏
上
す
る
儀
式
で
あ
る
。 

 

以
前
は
、
遷
霊
祭
（
帰
幽
奏
上
祭
―
遷
霊
―
霊
鎮
祭
）、
告
別
式
、
火
葬
場
祭
、
葬
後
霊
祭
を
も
っ
て
葬
儀
式
と
し
て
い
た
。 

４ 

霊
祭
（
新
霊
神
祭
、
式
年
祭
） 

 

旬
日
祭
、
合
祀
祭
の
こ
と
を
、
新
霊
神
祭
と
い
う
。 

 

原
則
と
し
て
帰
幽
の
日
を
含
め
て
十
日
毎
に
行
う
霊
祭
を
旬
日
祭
（
十
日
祭
、
二
十
日
祭
、
三
十
日
祭
、
四
十
日
祭
、
五
十
日

祭
）
と
い
い
、
こ
れ
は
、
新
霊
神
へ
の
追
悼
と
、
霊
の
道
立
て
を
中
心
と
す
る
祭
で
あ
る
。
た
だ
し
『
祭
式
教
本
』
で
は
二
十
日

祭
、
四
十
日
祭
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。（
日
数
は
、
帰
幽
当
日
を
起
算
日
と
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
教
会
の
慣
習

で
、
翌
日
を
起
算
日
と
す
る
場
合
も
あ
る
） 

 

合
祀
祭
は
、
五
十
日
間
祀
っ
た
新
霊
神
を
、
先
祖
の
霊
神
に
合
わ
せ
祀
る
儀
式
で
あ
る
。（
こ
の
時
、
霊
神
簿
に
霊
神
名
を
記
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入
す
る
） 

 

式
年
祭
は
、
故
人
の
一
年
祭
、
三
年
祭
、
五
年
祭
、
以
後
五
年
毎
、
五
十
年
祭
以
後
は
十
年
毎
に
、
百
年
以
後
は
五
十
年
毎
に

行
う
霊
祭
を
い
う
。
式
年
で
な
い
年
に
行
う
霊
祭
は
、
例
年
祭
と
い
う
。（
こ
の
時
の
年
は
、
満
年
齢
で
数
え
る
） 

５ 

地
鎮
祭 

 

建
築
、
工
事
に
際
し
、
現
地
に
お
い
て
行
う
。
神
で
あ
る
土
地
に
お
礼
申
し
上
げ
、
工
事
中
の
安
全
を
祈
願
し
、
そ
の
家
の
発

展
を
願
う
儀
式
で
あ
る
。 

 

建
築
に
関
す
る
代
表
的
な
儀
式
で
あ
る
が
、
他
に
も
、
起
工
式
、
棟
上
祭
（
上
棟
式
）、
竣
工
式
、
落
成
報
告
祭
な
ど
の
儀
式

が
あ
る
。 

６ 

そ
の
他 

 

成
人
を
祝
う
成
年
祭
、
学
問
を
勧
め
る
勧
学
祭
、
そ
の
他
、
人
生
の
諸
事
に
関
わ
っ
て
感
謝
祭
、
奉
告
祭
、
祈
願
祭
な
ど
が
あ

る
。
こ
れ
ら
地
方
の
風
俗
や
、
個
人
の
信
仰
と
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

四 

祭
員
の
配
役 

 

儀
式
の
祭
員
に
は
、
次
の
種
類
が
あ
る
。 

・
祭
主
―
―
―
―
―
―
―
祭
典
に
お
い
て
、
参
拝
者
の
願
い
を
神
に
取
次
ぎ
、 

神
の
思
召
し
を
参
拝
者
に
伝
え
る
取
次
者
で
あ
り
、
祭
典
執
行
の
主
宰
者
で
あ
る
。 

・
副
祭
主
―
―
―
―
―
―
祭
主
を
た
す
け
、
祭
主
に
事
故
あ
る
時
は
、
祭
主
に
代
わ
っ
て
祭
典
を
進
行
す
る
。 

・
先
唱
役
―
―
―
―
―
―
神
前
拝
詞
、
神
徳
賛
詞
等
の
先
唱
を
す
る
役
で
あ
る
。 

・
神
饌
長
―
―
―
―
―
―
神
饌
献
撤
行
事
の
長
で
、
神
饌
一
切
の
こ
と
を
司
る
。 

・
奉
幣
役
―
―
―
―
―
―
奉
幣
行
事
を
司
る
。 

・
弊
使
―
―
―
―
―
―
―
奉
幣
役
に
幣
を
渡
し
た
り
、
奉
幣
役
に
代
わ
っ
て
幣
を
神
前
に
進
め
る
役
で
あ
る
。 

・
手
長
―
―
―
―
―
―
―
神
饌
長
に
従
っ
て
、
献
饌
、
撤
饌
を
奉
仕
す
る
役
で
あ
る
。 
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・
捲
簾
役
・
開
帳
役
―
―
神
前
の
内
殿
と
、
外
殿
の
境
の
御
簾
（
几
帳
）
を
巻
く
（
開
く
）
役
で
あ
る
。 

・
後
取
―
―
―
―
―
―
―
祭
主
に
祭
詞
、
玉
串
を
手
次
ぐ
役
で
あ
る
。
祭
主
の
身
の
ま
わ
り
の
世
話
役
で
も
あ
る
。 

・
典
礼
―
―
―
―
―
―
―
祭
主
の
命
を
受
け
て
、
祭
典
の
一
切
の
進
行
に
責
任
を
持
つ
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

従
っ
て
、
号
令
を
下
し
、
祭
典
を
指
揮
す
る
。
事
故
な
ど
は
す
み
や
か
に
処
理
す
る
よ
う
応
用
工
夫
の

心
を
養
っ
て
お
く
。 

・
典
礼
補
（
賛
儀
）
―
―
典
礼
を
た
す
け
、
指
導
に
当
た
る
。 

・
賛
者
・
補
助
賛
者
―
―
玉
串
案
、
膝
衝
な
ど
の
設
置
や
撤
去
を
行
い
、
又
、
典
礼
の
指
示
に
従
い
事
に
当
た
る
。 

・
調
饌
司
・
調
饌
員
―
―
神
饌
の
調
饌
に
当
た
る
。
調
饌
司
は
調
饌
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 
 
 
 

〈
参
考
〉 

 
 
 
 
 
 

そ
の
他
に
、
祓
主
、
大
麻

お
お
ぬ
さ

役
、
奏
上
詞
役
、
御
祈
念
役
等
も
あ
る
。 

（
注
） 

・
捲
簾
役
の
説
明
の
中
に
「
内
殿
」「
外
殿
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
が
、
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
十
日
の
儀
式
服
制
審
議
会
の
上

申
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
神
を
ま
つ
る
と
こ
ろ
」「
取
次
を
行
う
と
こ
ろ
」
と
い
う
表
現
に
変
わ
っ
て
い
る
が
、
慣
用
的
に
用
い

ら
れ
て
い
る
。 

・
祭
員
の
配
役
の
決
定
は
、
基
本
的
に
は
補
命
番
号
順
を
参
考
に
し
て
行
っ
て
い
る
。
（
小
さ
い
番
号
の
人
は
、
先
唱
役
、
神
饌

長
、
奉
幣
役
な
ど
。
中
ほ
ど
の
番
号
の
人
は
、
捲
簾
役
、
幣
使
、
典
礼
な
ど
。
大
き
い
番
号
の
人
は
、
手
長
、
賛
者
な
ど
で
あ
る
。）

し
か
し
、「
お
役
に
上
下
の
へ
だ
て
な
し
」
の
言
葉
ど
お
り
、
本
来
祭
主
が
奉
仕
す
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、
全
員
で
分
担
奉
仕
さ
せ

て
頂
い
て
い
る
と
い
う
自
覚
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
身
長
、
体
力
な
ど
を
考
慮
し
て
諸
役
を
決
定
す
る
こ
と
も
あ
る
。 

・
典
礼
が
配
役
を
定
め
、
諸
役
、
着
座
位
置
、
参
向
順
を
発
表
す
る
。
ま
た
、
式
次
第
の
確
認
、
細
か
い
作
法
の
打
ち
合
せ
を
述

べ
る
。 
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・
本
部
大
祭
の
職
員
座
席
の
見
取
図
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

作
法
上
の
こ
と
か
ら
、
開
帳
役
が
左
右
対
称
の
位
置
に
お
か
れ
、
賛
者
が
上
座
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
後
取
は
祭
主
の
周
辺

に
、
典
礼
は
全
体
を
見
渡
せ
る
位
置
に
配
す
る
な
ど
の
工
夫
が
あ
る
。 

                   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

補
助
賛
者 

 

補
助
賛
者 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

後 

取 
 

後 

取 
 

開
帳
役 

 
 
 
 

賛 

者 
 

賛 

者 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

祭 

主 
 

先
唱
役 

 

祭 

員 

  
 
 
 
 

前 

  
 
 
 
 

神 

 

 
 
 
 
 

副
祭
主 

 

典 

礼 
 

典
礼
補 

 

 
 
 
 
 

賛 

者 
 

賛 

者 
 

開
帳
役 

   



 -90- 

             

Ｏ Ｍ Ｅ Ｍ
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第
五
部 

祭
式
の
次
第 

 
一 
神
前
に
お
け
る
基
本
の
式
次
第 

 

先 

着 
 
 
 

座 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奏
楽 

次 
拝 

 
 
 

礼 
 

○
一
同
拝
礼 

次 
神
前
拝
詞
奉
唱 

 

○
一
同
神
前
拝
詞
奉
唱 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
玉
串
案
、
膝
衝
を
設
け
る 

次 

取
次
唱
詞
奉
唱 

 

○
（
参
拝
者
代
表
先
唱
） 

一
同
取
次
唱
詞
奉
唱 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奏
楽 

次 

祭
主
祭
詞
奏
上 
 

○
一
同
敬
礼 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
直
る 

次 

祭
主
玉
串
奉
奠 

 

○
一
同
共
に
拝
礼 

 
 
 

奏
楽 

次 

天
地
書
附
奉
体 

 

○
天
地
書
附
奉
体 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奏
楽 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
膝
衝
を
撤
す
る 

次 

神
徳
賛
詞
奉
唱 

 

○
一
同
神
徳
賛
詞
奉
唱 

次 

拝 
 
 
 

礼 
 

○
一
同
拝
礼 

次 

退 
 
 
 

下 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奏
楽 

（
注
） 

 

○
印
は
号
令 

 
 

●
印
は
賛
者
の
動
作 

  

・
祭
典
の
基
本
次
第
は
、
信
奉
者
が
教
会
に
参
拝
し
、
お
取
次
を
頂
く

姿
を
儀
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
順
を
お
っ
て
説
明
す
る
。 

・
教
会
に
参
拝
す
る
と
先
ず
、
広
前
に
座
り
、
参
拝
し
た
挨
拶
の
御
祈

念
を
す
る
。
そ
れ
が
「
神
前
拝
詞
奉
唱
」
と
な
る
。 

・
次
に
、
信
奉
者
は
お
結
界
に
進
み
、
取
次
を
頂
く
。
そ
れ
が
「
取
次

唱
詞
奉
唱
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
参
拝
者
の
代
表
が
先
唱
す
る
。 

・
次
に
、
取
次
者
は
神
に
向
か
い
、
参
拝
者
の
お
礼
や
お
願
い
を
取
り

次
ぐ
。
そ
れ
が
「
祭
主
祭
詞
奏
上
」
と
「
玉
串
奉
奠
」
で
あ
る
。 

・
次
に
、
取
次
者
は
信
奉
者
に
対
し
、
神
の
願
い
を
取
り
次
ぐ
。
つ
ま

り
ご
理
解
を
す
る
。
そ
れ
が
「
天
地
書
附
奉
体
」
で
あ
る
。「
天
地
書
附
」

は
、
神
様
の
人
間
に
対
す
る
願
い
と
、
人
間
の
生
き
方
を
教
え
た
も
の

で
あ
り
、
信
奉
者
は
、
ご
理
解
の
内
容
を
復
唱
し
、
確
認
す
る
の
で
あ

る
。 

・
最
後
に
、
信
奉
者
は
、
お
結
界
を
下
が
り
、
挨
拶
の
ご
祈
念
を
す
る
。

そ
れ
が
「
神
徳
賛
詞
奉
唱
」
で
あ
る
。 
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二 

本
部
広
前
月
例
祭
次
第 

（
神
前
） 

先 

着 
 
 
 

席 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奏
楽 

次 

拝 
 
 
 

礼 
 

○
一
同
拝
礼 

次 

神
前
拝
詞
奉
唱 

 

○
一
同
神
前
拝
詞
奉
唱 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
玉
串
案
、
椅
子
を
設
け
る 

次 
取
次
唱
詞
奉
唱 

 

○
一
同
取
次
唱
詞
奉
唱 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奏
楽 

次 

祭
主
祭
詞
奏
上 

 

○
一
同
敬
礼 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
直
る 

次 

祭
主
玉
串
奉
奠 

 

○
一
同
共
に
拝
礼 

 
 
 

奏
楽 

次 

天
地
書
附
奉
体 

 
○
天
地
書
附
奉
体 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奏
楽 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
椅
子
を
撤
す
る 

次 

神
徳
賛
詞
奉
唱 

 

○
一
同
神
徳
賛
詞
奉
唱 

次 

拝 
 
 
 

礼 
 

○
一
同
拝
礼 

次 

転 
 
 
 

座 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奏
楽 

（
霊
前
） 

先 

着 
 
 
 

席 

次 

拝 
 
 
 

礼 
 

○
一
同
拝
礼 

次 

祖
先
賛
詞
奉
唱 

 

○
一
同
祖
先
賛
詞
奉
唱 

次 

拝 
 
 
 

礼 
 

○
一
同
拝
礼 

次 

退 
 
 
 

下 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

奏
楽 

（
備
考
） 

・
各
教
会
で
は
、
こ
れ
を
基
本
に
し
て
祭
典
を
仕
え
て
い
る
。 

・
月
例
祭
の
神
饌
は
備
付
に
し
て
よ
い
。 

・
取
次
唱
詞
の
先
唱
を
、
先
唱
役
が
行
う
場
合
も
な
る
。 

・「
神
前
に
お
け
る
基
本
の
式
次
第
」
中
「
神
徳
賛
詞
」
の
奉
唱
は
「
金

光
大
神
賛
仰
詞
」
に
代
え
て
よ
い
。（
五
八
達
示
第
八
号
） 

・
本
部
広
前
の
毎
月
十
日
の
月
例
祭
に
お
い
て
は
、
次
第
中
「
神
徳
賛

詞
」
を
「
金
光
大
神
賛
仰
詞
」
に
代
え
て
い
る
。（
四
教
一
第
三
一
三
号
） 

・
祭
主
玉
串
と
は
別
に
、参
拝
者
代
表
の
玉
串
奉
奠
を
加
え
て
も
よ
い
。

こ
の
場
合
、
祭
主
玉
串
の
時
の
典
礼
の
号
令
は
「
祭
員
共
に
拝
礼
」
で

代
表
の
玉
串
の
時
「
一
同
共
に
拝
礼
」
と
な
る
。 

・
本
部
広
前
で
は
、
月
例
祭
前
夜
に
宣
教
が
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
祭
典

の
後
、
教
話
が
奉
仕
さ
れ
る
。（
宣
教
に
つ
い
て
は
後
述
） 

・
教
話
の
前
の
神
伝
の
奉
読
に
つ
い
て
は
、概
ね
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

生
神
金
光
大
神
の
祭
典 

 
 

「
立
教
神
伝
（
安
政
六
年
十
月
二
十
一
日
）」 

 

天
地
金
乃
神
の
祭
典 

 
 

「
御
神
伝
（
明
治
六
年
十
月
十
日
）」 
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三 

天
地
金
乃
神
大
祭
（
生
神
金
光
大
神
大
祭
）
次
第 

（
本
部
広
前
の
一
例
） 

先 

着 
 
 
 

席 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
正
楽
奏
楽 

次 

開 
 
 
 

帳 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
唱 

次 

拝 
 
 
 

礼 
 
 
 

○
一
同
拝
礼 

次 

神
前
拝
詞
奉
唱 

 
 
 

○
一
同
神
前
拝
詞
奉
唱 

次 
取
次
唱
詞
奉
唱 

 
 
 

○
一
同
取
次
唱
詞
奉
唱 

中
正
楽
奏
楽 

次 

祭
主
祭
詞
奏
上 

 
 
 

○
一
同
敬
礼 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
直
る 

次 

祭
主
玉
串
奉
奠 

 
 
 

○
祭
員
共
に
拝
礼 

中
正
楽
奏
楽 

次 

天
地
書
附
奉
体 
 
 
 

○
天
地
書
附
奉
体 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
正
楽
奏
楽 

次 

参
拝
者
総
代
玉
串
奉
奠 

○
参
拝
者
総
代
玉
串
を
奉
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オ
ル
ガ
ン
演
奏 

次 

教
務
総
長
挨
拶 

 
 
 

○
教
務
総
長
挨
拶 

次 

神
徳
賛
詞
奉
唱 

 
 
 

○
一
同
神
徳
賛
詞
奉
唱 

（
金
光
大
神
賛
仰
詞
奉
唱
） 

次 

「
神
人
の
栄
光
」
斉
唱 

○
神
人
の
栄
光
斉
唱
一
同
起
立 

（
「
親
神
の
よ
ざ
し
の
ま
ま
に
」
斉
唱
） 

 

オ
ル
ガ
ン
伴
奏 

次 

拝 
 
 
 

礼 
 
 
 

○
一
同
拝
礼 

次 

退 
 
 
 

下 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
正
楽
奏
楽 

（
備
考
） 

・
本
部
広
前
の
次
第
は
、『
祭
式
教
本
』
か
ら
変
更
し
て
い
る
。 

・
生
神
金
光
大
神
大
祭
で
は
、
神
徳
賛
詞
奉
唱
に
代
え
て
、
金
光
大
神

賛
仰
詞
奉
唱
を
行
っ
て
も
よ
い
。 

・
教
会
に
お
け
る
大
祭
に
は
、「
一
、
神
前
に
お
け
る
基
本
の
式
次
第
」

に
、
捲
簾
（
開
帳
）、
献
饌
、
奉
幣
行
事
、
参
拝
者
代
表
玉
串
奉
奠
等
そ

の
他
諸
行
事
を
取
り
入
れ
て
よ
い
。
以
下
、
二
、
三
例
を
示
す
。 

（
例
１
） 先 

着 
 
 
 

座 

次 

捲 
 
 
 

簾 

次 

献 
 
 
 

饌 

次 

拝 
 
 
 

礼 
 
 
 

○
一
同
拝
礼 

次 

神
前
拝
詞
奉
唱 

 
 
 

○
一
同
神
前
拝
詞
奉
唱 

次 

取
次
唱
詞
奉
唱 

 
 
 

○
一
同
取
次
唱
詞
奉
唱 

次 

祭
主
祭
詞
奏
上 

 
 
 

○
一
同
敬
礼 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
直
る 

次 

祭
主
玉
串
奉
奠 

 
 
 

○
祭
員
共
に
拝
礼 

次 

天
地
書
附
奉
体 

 
 
 

○
天
地
書
附
奉
体 

次 

参
拝
者
代
表
玉
串
奉
奠 

○
参
拝
者
代
表
玉
串
を
奉
る 

次 

「
神
人
の
栄
光
」
斉
唱 

○
神
人
の
栄
光
斉
唱
一
同
起
立 

次 

神
徳
賛
詞
奉
唱 

 
 
 

○
一
同
神
徳
賛
詞
奉
唱 

次 

拝 
 
 
 

礼 
 
 
 

○
一
同
拝
礼 

次 
退 

 
 
 

下 
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（
例
２
） 

 
 
 
 
 
 

先 

着 
 
 
 

座 

次 

拝 
 
 
 

礼 
 
 
 

○
一
同
拝
礼 

次 

神
前
拝
詞
奉
唱 

 
 
 

○
一
同
神
前
拝
詞
奉
唱 

次 

捲
簾
（
開
帳
） 

次 

献 
 
 
 

饌 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
奉
幣
台
、
奉
幣
座
を
設
け
る 

次 
奉

幣

行

事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
奉
幣
座
を
撤
し
、 

玉
串
案
、
祭
詞
座
を
設
け
る 

次 

取
次
唱
詞
奉
唱 

 
 
 

○
一
同
取
次
唱
詞
奉
唱 

次 

祭
主
祭
詞
奏
上 

 
 
 

○
一
同
敬
礼 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
直
る 

次 

祭
主
玉
串
奉
奠 

 
 
 

○
祭
員
共
に
拝
礼 

次 

天
地
書
附
奉
体 

 
 
 

○
天
地
書
附
奉
体 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
祭
詞
座
を
撤
し
、 

参
拝
者
用
玉
串
案
を
設
け
る 

次 

参
拝
者
代
表
玉
串
奉
奠 

○
参
拝
者
代
表
玉
串
を
奉
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
一
同
共
に
拝
礼 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
玉
串
案
を
神
前
に
進
め
る 

次 

神
徳
賛
詞
奉
唱 

 
 
 

○
一
同
神
徳
賛
詞
奉
唱 

次 

拝 
 
 
 

礼 
 
 
 

○
一
同
拝
礼 

次 

退 
 
 
 

下 

（
説
明
） 

・
例
１
は
、
言
わ
ば
神
前
を
整
え
て
か
ら
祭
典
と
い
う
考
え
に
基
づ
い

た
次
第
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
祭
員
の
呼
吸
を
揃
え
る
為
、
着
座
後
直

ぐ
、
一
揖
す
る
こ
と
も
あ
る
。（
以
前
は
対
揖

た
い
ゆ
う

と
い
っ
て
い
た
） 

・
例
２
は
、
言
わ
ば
捲
簾
、
献
饌
等
も
祭
典
の
中
身
で
あ
る
と
い
う
考

え
に
基
づ
い
た
次
第
で
あ
る
。 

・
捲
簾
（
開
帳
）
の
時
、
一
同
敬
礼
す
る
こ
と
も
あ
る
。 

・
神
饌
が
備
付
の
場
合
も
あ
る
。
こ
の
場
合
で
も
御
献
備
の
箱
の
み
手

次
ぐ
こ
と
も
あ
る
。 

・
天
地
書
附
奉
体
の
後
、
副
祭
主
玉
串
奉
奠
、
講
師
玉
串
奉
奠
を
入
れ

て
も
よ
い
。（
膝
衝
は
撤
す
る
。）
こ
の
時
、
祭
員
は
列
拝
す
る
こ
と
も

あ
る
。 

・
拝
礼
、
退
下
の
前
に
教
話
を
奉
仕
す
る
こ
と
も
あ
る
。 

 

本
部
広
前
で
は
、
祭
典
の
前
に
教
話
が
あ
る
。 

・
献
饌
が
行
わ
れ
る
次
第
で
は
、
捲
簾
（
開
帳
）
を
拝
礼
の
前
に
行
う

と
、
神
前
に
何
も
な
い
ま
ま
で
拝
詞
を
奉
唱
す
る
事
に
な
る
の
で
、
献

饌
の
前
に
捲
簾
（
開
帳
）
を
行
う
方
が
よ
い
。 

・
神
饌
案
は
、
備
付
の
場
合
や
、
賛
者
、
手
長
て
手
次
ぐ
場
合
も
あ
る
。 

・
来
賓
等
の
玉
串
は
、
参
拝
者
代
表
玉
串
奉
奠
の
前
に
す
る
と
よ
い
。 

・
退
下
の
前
か
退
下
の
後
に
、
吉
備
舞
を
奉
納
し
て
も
よ
い
。 
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四 

霊
前
に
お
け
る
基
本
の
式
次
第 

奏
上
祭
（
神
前
） 

先 

着 
 
 
 

座 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奏
楽 

次 

拝 
 
 
 

礼 
 

○
一
同
拝
礼 

次 

神
徳
賛
詞
奉
唱 

 

○
一
同
神
徳
賛
詞
奉
唱 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
玉
串
案
、
膝
衝
を
設
け
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奏
楽 

次 
祭
主
祭
詞
奏
上 

 

○
一
同
敬
礼 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
直
る 

次 

祭
主
玉
串
奉
奠 

 

○
一
同
共
に
拝
礼 

 
 
 
 

奏
楽 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
膝
衝
を
撤
す
る 

次 

拝 
 
 
 

礼 
 

○
一
同
拝
礼 

次 

転 
 
 
 

座 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奏
楽 

霊 

祭
（
霊
前
） 

先 

着 
 
 
 

座 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奏
楽 

次 

拝 
 
 
 

礼 
 

○
一
同
拝
礼 

次 

霊
前
拝
詞
奉
唱 

 

○
一
同
霊
前
拝
詞
奉
唱 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
玉
串
案
、
膝
衝
を
設
け
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奏
楽 

次 

祭
主
祭
詞
奏
上 

 

○
一
同
敬
礼 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
直
る 

次 

祭
主
玉
串
奉
奠 

 

○
祭
員
共
に
拝
礼 

 
 
 
 

奏
楽 

（
下
段
に
続
く
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
膝
衝
を
撤
し
、
玉
串
案
を
設
け
る 

次 

参
拝
者
玉
串
奉
奠 

○
参
拝
者
順
次
玉
串
を
奉
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
玉
串
案
を
霊
前
に
進
め
る 

次 

祖
先
賛
詞
奉
唱 

 

○
一
同
祖
先
賛
詞
奉
唱 

次 

拝 
 
 
 

礼 
 

○
一
同
拝
礼 

次 

退 
 
 
 

下 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奏
楽 

（
備
考
） 

・
霊
祭
で
は
、
神
前
に
て
奏
上
祭
を
仕
え
て
か
ら
霊
前
に
向
か
う
。 

・
霊
前
に
お
け
る
献
饌
を
加
え
る
こ
と
も
あ
る
。 

・
月
例
祭
、
大
祭
と
異
な
り
、
霊
祭
、
諸
祭
に
は
取
次
唱
詞
、
天
地
書

附
奉
体
は
な
い
。 

・
祖
先
賛
詞
は
、
参
拝
者
玉
串
奉
奠
時
よ
り
奉
唱
し
て
も
よ
い
。 

・
式
年
祭
（
例
年
祭
）
は
、
春
（
秋
）
季
霊
祭
に
準
ず
る
。 

・
神
前
で
の
祭
詞
奏
上
を
奏
上
詞
奏
上
、
又
は
祈
願
詞
奏
上
と
す
る
こ

と
も
あ
る
。 

・
宅
祭
の
場
合
は
、
転
座
で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、
転
座

の
代
え
て
奏
上
祭
、
霊
祭
の
意
味
の
説
明
を
加
え
る
と
よ
い
。 
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五 

本
部
広
前
霊
祭
次
第 

（
春
季
霊
祭
及
び
秋
季
霊
祭
）（
会
堂
に
お
い
て
） 

奏
上
祭
（
神
前
） 

先 

着 
 
 
 

席 

次 

拝 
 
 
 

礼 

次 

神
徳
賛
詞
奉
唱 

次 

祭
主
祭
詞
奏
上 

次 
祭
主
玉
串
奉
奠 

次 

拝 
 
 
 

礼 

次 

転 
 
 
 

座 

霊 

祭
（
霊
前
） 

先 

着 
 
 
 

席 

次 

拝 
 
 
 

礼 

次 

霊
前
拝
詞
奉
唱 

次 

祭
主
祭
詞
奏
上 

次 

祭
主
玉
串
奉
奠 

次 

参
拝
者
玉
串
奉
奠 

次 

祖
先
賛
詞
奉
唱 

次 

拝 
 
 
 

礼 

次 

退 
 
 
 

下 

（
備
考
） 

・
参
拝
者
玉
串
奉
奠
は
、
金
光
家
総
代
、
新
霊
神
遺
族
総
代
、
参
拝
者

総
代
の
順
で
行
わ
れ
る 

・
祭
典
後
、
教
務
総
長
挨
拶
が
行
わ
れ
る
。 

（
布
教
功
労
者
報
徳
祭
）（
祭
場
に
お
い
て
） 

先 

着 
 
 
 

席 

次 

開 
 
 
 

帳 

次 

拝 
 
 
 

礼 

次 

神
前
拝
詞
奉
唱 

次 

祭
主
祭
詞
奏
上 

次 

祭
主
玉
串
奉
奠 

次 

遺
族
総
代
玉
串
奉
奠 

次 

参
拝
者
総
代
玉
串
奉
奠 

次 

輔

教

任

命 

次 

教
務
総
長
挨
拶 

 

次 

「
真
心
の
道
を
迷
わ
ず
失
わ
ず
」
斉
唱 

次 

拝 
 
 
 

礼 

次 

退 
 
 
 

下 

（
備
考
） 

・
布
教
功
労
者
報
徳
祭
は
祭
場
で
行
わ
れ
る
。 

・
布
教
功
労
者
報
徳
祭
の
次
第
の
内
、
神
前
拝
詞
奉
唱
ま
で
を
奏
上
祭

と
し
、
以
後
霊
祭
と
考
え
る
。 

・
祭
場
の
天
地
書
附
の
手
前
に
霊
神
簿
を
奉
安
し
、
几
帳
を
白
無
地
に

替
え
、
神
前
、
霊
前
を
整
え
る
。 

・
遺
族
総
代
玉
串
奉
奠
は
、
金
光
家
総
代
、
布
教
功
労
者
遺
族
総
代
の

順
で
行
わ
れ
る
。 
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六 

地
鎮
祭
次
第 

先 

着 
 
 
 

席 

次 

拝 
 
 
 

礼 
 

○
一
同
拝
礼 

次 

神
徳
賛
詞
奉
唱 

 

○
一
同
神
徳
賛
詞
奉
唱 

次 

祭
主
祭
詞
奏
上 

 

○
一
同
敬
礼 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
直
る 

次 
祭
主
玉
串
奉
奠 

 
 
 
 
 
 

（
祭
員
は
共
に
拝
礼
） 

次 
願
い
主
等
関
係
者
代
表
玉
串
奉
奠 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
施
主
玉
串
を
奉
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
家
族
は
共
に
拝
礼
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
施
工
者
玉
串
を
奉
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
施
工
関
係
者
は
共
に
拝
礼
） 

次 

治
め

の
行

事 
 

○
治
め
の
行
事
を
行
い
ま
す 

次 

拝 
 
 
 

礼 
 

○
一
同
拝
礼 

次 

退 
 
 
 

下 

（
備
考
） 

・
建
築
関
係
等
の
諸
祭
（
例
え
ば
起
工
式
、
上
棟
式
、
落
成
式
、
渡
橋

式
、
進
水
式
）
は
、
天
地
書
附
を
奉
掲
し
て
神
前
と
し
、
儀
式
の
執
行

は
、
地
鎮
祭
次
第
に
準
じ
て
行
う
。 

・
神
饌
は
備
付
の
場
合
が
多
い
。 

・
規
模
に
も
よ
る
が
、
祭
員
は
一
名
な
い
し
二
名
で
御
用
に
当
る
こ
と

が
多
い
。
そ
の
場
合
、
祭
主
以
外
の
役
は
他
の
一
人
で
奉
仕
す
る
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
、
典
礼
、
先
唱
役
、
賛
者
、
後
取
等
を
一
人
で
奉
仕 

す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
場
合
、
祭
主
玉
串
奉
奠
の
時
は
、
号

令
を
か
け
ず
、
共
に
拝
礼
す
る
。 

・
祭
詞
は
祭
主
が
懐
中
す
る
こ
と
も
あ
る
。 

・
参
拝
者
に
は
始
め
て
の
人
も
多
い
。
よ
っ
て
、
儀
式
の
意
味
や
、
参

拝
者
へ
の
指
示
を
適
当
に
入
れ
る
と
よ
い
。 

・
願
い
主
（
施
主
、
施
工
者
）
と
、
式
次
第
、
し
つ
ら
え
、
玉
串
奉
奠

の
代
表
、
順
序
等
、
予
め
打
ち
合
せ
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。 

・
本
教
の
祭
典
は
、
儀
式
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
祭
主
の
教
話
を
是

非
入
れ
た
い
。
こ
の
場
合
、
祭
員
退
下
後
よ
り
は
、
前
の
方
が
よ
い
。 

・
諸
祭
中
、「
治
め
の
行
事
」
は
、
祭
詞
の
外
に
、
事
の
成
就
の
祈
願
を
、

行
事
で
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
祭
事
の
目
的
に
よ
り
、
神
前
に
供
え

た
神
酒
、
塩
、
土
、
砂
等
を
ま
く
。
そ
の
作
法
は
、
後
述
す
る
大
麻
行

事
に
準
ず
る
。 

・「
治
め
の
行
事
」
の
前
後
に
「
鍬
入
れ
式
」
を
入
れ
て
よ
い
。
そ
の
他
、

特
別
の
儀
式
や
行
事
が
あ
る
場
合
は
、関
係
者
玉
串
奉
奠
の
次
に
行
う
。

（
ま
た
は
、
祭
典
後
か
、
祝
賀
式
の
あ
る
場
合
は
そ
の
中
で
） 

・
諸
祭
は
、
第
四
部
三
章
の
「
諸
祭
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
地
方
の
慣

習
と
微
妙
に
か
か
わ
り
、
ま
た
、
建
築
関
係
の
諸
祭
で
は
特
に
施
工
者

等
の
関
係
も
あ
る
。
そ
こ
で
、「
大
麻

お
お
ぬ
さ

行
事
」
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
「
四
方

祓
い
」
も
必
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
次
に
そ
の
式
次
第
の
一
例
を
示

す
。 

 

な
お
、
大
麻
の
作
り
方
に
つ
い
て
は
、
金
光
教
教
報
第
一
七
四
四
号

（
昭
和
五
十
三
年
一
月
号
）
付
録
『
調
饌
の
手
び
き
』
参
照
の
こ
と 
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（
例
） 

先 

着 
 
 
 

席 

次 

拝 
 
 
 

礼 

次 

神
徳
賛
詞
奉
唱 

次 

大

麻

行

事
（
い
わ
ゆ
る
四
方
祓
い
） 

次 

祭
主
祭
詞
奏
上 

次 
祭
主
玉
串
奉
奠 

 
 
 
 
 
 

（
祭
員
は
共
に
拝
礼
） 

次 
関
係
者
代
表
玉
串
奉
奠 

 
 
 
 
 

●
施
主 

 
 
 
 
 
 

（
家
族
は
共
に
拝
礼
） 

 
 
 
 
 

●
施
工
者 

 
 

（
施
工
関
係
者
は
共
に
拝
礼
） 

次 
 

鍬
入
れ
式 

 
 
 
 
 

●
施
主 

 
 
 
 
 

●
施
工
者 

次 

拝 
 
 
 

礼 

次 

祭

主

教

話 

次 

退 
 
 
 

下 

（
備
考
） 

・
地
鎮
祭
の
大
麻
行
事
は
、
下
図
の
順
序
で
振
る
。
そ
の
後
、
祭
員
、

参
拝
者
の
順
に
振
る
。 

・
右
の
式
次
第
で
は
、
前
半
に
「
大
麻
行
事
」
を
行
う
例
を
示
し
て
い

る
。
そ
れ
は
、
改
ま
り
の
心
を
形
に
表
す
行
事
と
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら

で
あ
る
。
基
本
式
次
第
の
「
治
め
の
行
事
」
と
し
て
大
麻
行
事
を
行
う

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

・「
鍬
入
れ
式
」
に
は
、
儀
式
に
相
応
し
い
鍬く

わ

、
鋤す

き

（
ス
コ
ッ
プ
）
を
用

意
し
、
柄
の
中
程
を
白
紙
で
巻
き
、
麻
か
水
引
で
縛
っ
て
お
く
。 

 

作
法
は
、
砂
盛
の
下
部
を
鍬
等
で
す
く
い
、
上
部
に
か
け
る
。
こ
れ

を
掛
け
声
を
発
し
三
度
程
行
う
。 

（
参
考
） 

・
神
道
で
は
「
鍬
入
れ
式
」
の
こ
と
を
「
穿
初

う
か
ち
ぞ
め

」
と
い
う
。
砂
盛
に
カ

ヤ
を
立
て
鎌
で
苅
る
行
事
の
「
苅
初

か
り
ぞ
め

」
等
が
あ
る
。
作
法
は
多
少
が
異

な
る
。
地
方
の
慣
習
や
、
施
工
者
の
希
望
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。 

・
降
神
行
事
、
昇
神
行
事
は
本
教
で
は
行
わ
な
い
。
従
っ
て
し
つ
ら
え

に
神
籬

ひ
も
ろ
ぎ

は
必
要
な
い
。大
麻
行
事
も
修
祓
と
し
て
行
う
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
施
工
者
が
四
方
の
笹
や
、
注
連
縄
を
用
意
し
て
い
る
場
合
は
、

無
理
に
取
り
外
さ
ず
、
装
飾
と
理
解
し
て
祭
典
を
奉
仕
す
れ
な
よ
い
。 

           

 
 
④                  ① 

 
 

天地書附 
鍬等 

神  饌 
 
      盛土 
 
 
                祭員 
 

⑤ 
 

参 拝 者 
 
③                   ② 

 
 

〈地鎮祭のしつらえ〉 
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七 

結
婚
式
次
第 

（
例
１
） 先 

親 

族 

着 

座 

次 

新

夫

婦

着

座 

次 

祭 

員 

着 

座 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 
次 
神
徳
賛
詞
奉
唱 

次 
祭
主
祭
詞
奏
上 

次 

祭
主
玉
串
奉
奠
（
祭
員
列
拝
） 

次 

誓 
 
 
 
 

盃
（
三
三
九
度
の
盃
） 

 
 
 
 

奏
楽 

次 

教 

書 

授 
与 

次 

誓ね
が
い
の 

 
 

詞
こ
と
ば 

次 

新
夫
婦
玉
串
奉
奠 

次 

媒
酌
人
玉
串
奉
奠
（
一
同
共
に
拝
礼
） 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 

次 

退 
 
 
 
 

下 

（
備
考
） 

・
式
後
、
「
親
子
親
族
固
め
の
盃
」
を
行
っ
て
も
よ
い
。 

・
教
書
は
、
三
方
に
の
せ
、
神
前
の
案
に
置
い
て
お
く
。 

・
新
郎
の
受
け
た
教
書
は
、
仮
に
媒
夫
が
あ
ず
か
っ
て
お
く
と
よ
い
。 

・
式
場
の
し
つ
ら
え
の
図
を
次
頁
に
示
す
。 

  

（
例
２
） 先 

親 

族 

着 

席
（
新
郎
家
は
左
側

さ

そ

く

、
新
婦
家
は
右
側

う

そ

く

） 

次 

新

夫

婦

着

席
（
媒
酌
人
介
添
） 

次 

祭 

員 

着 

席 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 

次 

神
徳
賛
詞
奉
唱 

次 

祭
主
祭
詞
奏
上 

次 

祭
主
玉
串
奉
奠
（
祭
員
列
拝
） 

次 

誓 
 
 
 
 

盃
（
三
三
九
度
の
盃
） 

次 

誓 
 
 
 
 

詞
（
ま
た
は
祈
願
詞
） 

次 

新
夫
婦
玉
串
奉
奠 

次 

媒
酌
人
玉
串
奉
奠
（
一
同
共
に
拝
礼
） 

次 

指 

輪 

交 

換
（
ま
た
は
指
輪
贈
呈
） 

次 

教 

書 

授 

与 

次 

祭 

主 

教 

話 

次 

親
族
固
め
の
盃 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 

次 

退 
 
 
 
 

下 

（
備
考
） 

・
時
間
を
考
慮
し
て
、
式
次
第
を
工
夫
す
る
。
た
と
え
ば
、
媒
酌
人
玉

串
奉
奠
を
省
略
し
、
新
夫
婦
玉
串
奉
奠
で
一
同
共
に
拝
礼
と
す
る
こ
と

も
あ
る
。
ま
た
、
三
三
九
度
の
盃
を
、
各
盃
で
新
郎
新
婦
が
一
度
づ
つ

盃
を
空
け
、
合
計
六
度
に
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。 
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教会の神前 
 
 

祭員          祭員 
 
 
 
 
 

新婦  新郎 
 
 
 

媒酌人 
親                 親 
族                 族 

 
 
 
 
 
 
 

〈結婚式のしつらえ（応用１）〉 
 
 
 

教会の神前 
 
 

祭員          祭員 
 
 
 

媒 新 新 媒 
婦 婦 郎 夫 

 
 
 
 
 
 

親族 
 

〈結婚式のしつらえ（応用２）〉 

 
 
 
 
 

神 饌 物 
 
                下げる 
                 

玉串案 
  

祭員       祭員 
 

 新婦①           新郎① 
  

媒婦           媒夫 
 
 
 

 
 

親族           親族 
 

親族           親族 
 
 
 
 
 

ｲｽ 机       机 ｲｽ 
 
 
         机 
 

      新婦② 新郎② 
 
 
 
 
 
新郎① 
新婦①は最初の着席位置。 
 
新郎② 
新婦②は｢親族固めの盃｣の時の着席位置。 
 
 

〈結婚式のしつらえ（基本）〉 
 

盃 銚子 

銚子 盃 

教書 
指輪 

天地書附 

父 

 
母 

 

母 

 

父 
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・
誓
盃
の
作
法 

先 

銚
子
、
盃
を
神
前
よ
り
下
げ
所
定
の
位
置
に
移
し
、
本
酌

ほ
ん
じ
ゃ
く

は
雄

銚
子
を
、
次
酌

じ
し
ゃ
く

は
盃
を
持
つ
。 

次 

次
酌
、
盃
を
新
郎
の
前
に
差
し
出
す
。 

 
 

本
酌
、
雄
銚
子
で
酌
を
し
、
新
郎
は
こ
れ
を
受
け
る
。 

 
 

次
酌
、
そ
の
盃
を
新
婦
に
す
す
め
る
。 

 
 

本
酌
、
酌
を
し
、
新
婦
こ
れ
を
受
け
る
。 

 
 

次
酌
、
そ
の
盃
を
新
郎
に
返
す
。 

 
 

本
酌
、
酌
を
し
、
新
郎
こ
れ
を
受
け
る
。 

 
 

次
酌
、
所
定
の
位
置
に
て
第
一
の
盃
を
納
め
る
。 

 
 

本
酌
、
所
定
の
位
置
に
て
銚
子
を
雌
銚
子
に
持
ち
替
え
る
。 

次 

次
酌
、
第
二
の
盃
を
新
婦
の
前
に
差
し
出
す
。 

 
 

本
酌
、
酌
を
し
、
新
婦
こ
れ
を
受
け
る
。 

 
 

次
酌
、
そ
の
盃
を
新
郎
に
す
す
め
る
。 

 
 

本
酌
、
酌
を
し
、
新
郎
こ
れ
を
受
け
る
。 

 
 

次
酌
、
そ
の
盃
を
新
婦
に
返
す
。 

 
 

本
酌
、
酌
を
し
、
新
婦
こ
れ
を
受
け
る
。 

 
 

次
酌
、
所
定
の
位
置
に
て
第
二
の
盃
を
納
め
る
。 

 
 

本
酌
、
所
定
の
位
置
に
て
銚
子
を
雄
銚
子
に
持
ち
替
え
る
。 

次 

次
酌
、
第
三
の
盃
を
新
郎
の
前
に
差
し
出
す
。 

 
 
 
 

以
下
、
第
一
の
盃
と
同
じ
作
法
。 

 
 

次
酌
、
本
酌
、
第
三
の
盃
お
よ
び
雄
銚
子
を
所
定
の
位
置
に
戻
す
。 

・
右
の
括
弧
内
の
動
作
を
省
略
す
る
こ
と
も
あ
る
。 

・
本
酌
（
銚
子
）、
次
酌
（
盃
）
は
、
祭
主
、
祭
員
で
行
う
が
、
稚
児
や

少
女
が
つ
と
め
る
こ
と
も
あ
る
。 

・
誓
詞
、
又
は
祈
願
詞
は
、
神
様
に
申
し
上
げ
る
も
の
で
、
祭
主
が
代

わ
っ
て
読
む
こ
と
も
あ
る
し
、
新
郎
が
読
み
、
新
婦
が
名
前
だ
け
読
む

こ
と
も
あ
る
。 

・
誓
詞
、
新
夫
婦
玉
串
奉
奠
の
作
法 

 

先 

新
夫
婦
、
神
前
に
進
み
一
拝 

 

次 

誓
詞
奏
上
（
誓
詞
は
懐
中
よ
り
出
し
、
奏
上
後
ま
た
懐
中
す
る
） 

 

次 

賛
者
よ
り
玉
串
を
受
け
、
二
人
揃
っ
て
神
前
に
玉
串
を
奉
る
。 

・
媒
酌
人
の
玉
串
奉
奠
は
省
略
す
る
こ
と
が
多
い
。 

・
新
郎
よ
り
新
婦
へ
指
輪
を
お
く
る
場
合
は
、
新
郎
新
婦
玉
串
奉
奠
に

引
き
続
い
て
、
祭
員
が
神
前
よ
り
指
輪
を
下
げ
て
新
郎
に
渡
し
、
そ
の

場
で
新
郎
が
新
婦
に
指
輪
を
は
め
た
後
、
揃
っ
て
神
前
に
一
拝
す
る
。 

・
教
書
は
、
結
婚
生
活
の
第
一
歩
を
踏
み
出
す
に
当
り
、
新
夫
婦
の
こ

れ
か
ら
の
生
き
方
を
示
す
も
の
と
し
て
、
本
教
の
信
心
を
も
と
に
し
て

作
文
し
、
奉
書
に
浄
書
し
て
神
前
に
供
え
お
き
、
教
書
授
与
の
時
に
、

こ
れ
を
祭
主
が
読
ん
で
新
夫
婦
に
授
け
る
も
の
で
、
基
本
次
第
で
は
誓

盃
の
次
に
教
書
授
与
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
最
近
で
は
、『
金
光
教

教
典
』、『
夫
婦
道
』（
高
橋
正
雄
）
な
ど
、
本
教
の
書
籍
を
授
け
、
新
夫

婦
が
こ
れ
か
ら
将
来
に
向
か
っ
て
お
か
げ
を
受
け
る
よ
う
、
そ
の
生
き

方
に
つ
い
て
教
話
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
新
夫
婦
玉
串
奉
奠

の
後
に
教
書
授
与
を
し
た
方
が
よ
い
。 
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・
教
書
授
与
の
作
法
（
座
礼
の
場
合
） 

 

先 

祭
主
、
神
前
よ
り
教
書
を
三
方
の
ま
ま
取
り
、
下
座
に
向
か
っ

て
着
座
。 

 

次 

新
夫
婦
、
そ
の
前
に
着
座
（
媒
酌
人
介
添
）。 

 
次 

祭
主
、
小
揖
し
、
教
書
を
取
り
朗
読
、
三
方
に
教
書
を
置
き 

小
揖
（
そ
の
間
、
新
夫
婦
敬
礼
）。 

 

次 
新
郎
、
少
し
進
み
、
一
礼
し
て
教
書
を
受
け
、
新
婦
と
共
に
一

礼
し
て
本
座
に
か
え
る
。 

 

次 

祭
主
、
復
座 

・
既
刊
の
書
籍
を
授
与
す
る
時
は
、
右
の
括
弧
内
が
新
夫
婦
に
対
す
る

教
話
と
な
る
。 

・
拝
礼
、
退
下
の
前
に
、
親
族
固
め
の
盃
（
親
子
親
族
の
誓
盃
）
を
す

る
こ
と
も
で
き
る
。 

・
親
族
固
め
の
盃
は
、
地
方
に
よ
っ
て
は
、
紹
介
を
か
ね
て
一
人
ず
つ

行
わ
れ
る
事
も
あ
る
が
、
今
で
は
、
全
員
に
注
ぎ
終
わ
っ
て
か
ら
、
本

酌
の
合
図
で
、
乾
杯
の
形
式
を
と
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
場
合
、
親
族

紹
介
は
式
後
、
別
の
場
を
設
け
る
。 

・
式
は
、
教
会
で
行
わ
れ
る
場
合
と
、
後
の
披
露
宴
の
関
係
等
で
、
結

婚
式
場
の
神
前
を
利
用
す
る
こ
と
も
あ
る
。
式
場
の
神
前
を
利
用
す
る

場
合
は
、
御
神
鏡

ご
し
ん
き
ょ
う

の
前
に
天
地
書
附
を
奉
掲
し
て
、
結
婚
式
を
奉
仕
す

る
こ
と
に
な
る
。 

・
式
次
第
は
、
い
ろ
い
ろ
と
応
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
場
合
、

親
族
の
人
数
、
新
郎
新
婦
の
衣
装
、式
場
の
時
間
制
限
ま
で
考
慮
す
る
。 

《
参
考
》 

・
雄
銚
子
、
雌
銚
子
に
つ
い
て 

 

雄
銚
子
は
提
子

ひ

さ

げ

、
雌
銚
子
は
長
柄

な

が

え

を
用
い
る
場
合
と
、
雄
銚
子
、
雌

銚
子
と
も
提
子
を
用
い
る
場
合
が
あ
る
。 

 

と
も
に
提
子
を
用
い
る
場
合
は
、
注
ぎ
口
の
尖
っ
て
い
る
方
を
雄
銚

子
と
し
、
雄
蝶
飾
り
を
つ
け
、
注
ぎ
口
の
比
較
的
丸
い
方
を
雌
銚
子
と

し
て
、
雌
蝶
飾
り
を
つ
け
て
区
別
す
る
。 

 

提
子
と
は
、
錫
で
出
来
た
土
瓶
の
よ
う
な
形
の
も
の
。 

 

長
柄
と
は
、
柄
杓

ひ
し
ゃ
く

に
注
ぎ
口
の
つ
い
た
も
の
。 

 

雄
蝶
飾
り
、
雌
蝶
飾
り
と
は
、
色
紙
と
水
引
き
で
で
き
た
銚
子
の
飾

り
。 

・
盃
に
つ
い
て 

 

教
紋
の
入
っ
た
、三
段
重
ね
の
塗
り
の
木
盃
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
。 

土
器
の
三
段
重
ね
を
用
い
て
も
よ
い
。 

 

こ
の
時
、
教
紋
が
新
郎
新
婦
の
方
に
向
く
よ
う
用
意
し
て
お
く
。 

・
島
台

し
ま
だ
い

、
長
熨
斗

な

が

の

し

は
、
一
般
の
婚
礼
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
縁
起
を
祝
う
も
の
で
、
儀
礼
的
な
飾
り
で
あ
る
。
本
教
の
儀
式
に

と
っ
て
は
意
味
が
な
い
も
の
で
あ
る
。 

     

雄銚子の注ぎ口 

 

雌銚子の注ぎ口 
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八 

葬
儀
式 

１ 

終
祭 

 

終
祭
は
、
人
生
最
後
の
儀
式
で
あ
り
、
祭
主
が
死
者
に
代
わ
っ
て
、

神
に
死
者
の
生
涯
の
お
礼
を
申
し
上
げ
、
以
後
の
立
ち
行
き
を
願
う
も

の
で
、
い
わ
ば
、
死
者
を
神
に
取
次
ぐ
儀
式
で
あ
る
。 

 
本
教
で
は「
生
き
て
も
死
に
て
天
と
地
と
は
我
が
住
み
か
」で
あ
り
、

霊
と
な
っ
て
も
、
神
の
お
か
げ
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
も
死

も
、
す
べ
て
神
の
お
働
き
の
中
で
の
こ
と
で
あ
り
、
霊
は
神
の
許
へ
帰

一
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
神
前
に
柩
を
安
置
し
、
終
祭
を
執
行
す
る
。 

 

先 

着 
 
 
 
 

座 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 
○
一
同
拝
礼 

次 

天
地
賛
仰
詞
奉
唱 

○
一
同
天
地
賛
仰
詞
奉
唱 

●
膝
衝
を
設
け
る
（
①
の
位
置
） 

次 

祭
主
告
詞
奏
上 

○
一
同
敬
礼 

○
直
る 

次 

霊 

璽 

奉 

遷 

○
一
同
敬
礼 

●
消
灯 

●
祭
主
、
柩
前
の
ロ
ー
ソ
ク
一
対
に

点
火 

●
祭
主
、
霊
神
唱
詞
奉
唱
（
二
回
） 

 

●
祭
主
、
柩
前
の
霊
璽

れ

い

じ

を
神
前
に
進
め
、
神

前
の
ロ
ー
ソ
ク
一
対
に
点
火
、
こ
の

間
先
唱
役
は
警
蹕

け
い
ひ
つ

を
か
け
る 

●
祭
主
、
柩
前
に
着
座
一
拝 

（
①
へ
戻
り
、
柩
前
の
ロ
ー
ソ
ク
消
火
） 

○
直
る 

●
点
灯 

●
祭
主
、
復
座 

●
膝
衝
を
撤
し
（
①
の
位
置
）、
玉
串

案
、
膝
衝
を
新
た
に
設
け
る
（
②
の

位
置
） 

次 

祭
主
終
祭
詞
奏
上 

○
一
同
敬
礼 

○
直
る 

次 

祭
主
玉
串
奉
奠 

○
祭
員
共
に
拝
礼 

●
膝
衝
を
撤
し
（
②
の
位
置
）、
玉
串

案
を
設
け
る 

次 

喪
主
喪
婦

も

め

玉
串
奉
奠 

○
喪
主
喪
婦
、
玉
串
を
奉
る 

次 

遺
族
親
族
玉
串
奉
奠 

○
遺
族
親
族
、
玉
串
を
奉
る 

次 

新
霊
神
拝
詞
奉
唱 

○
一
同
新
霊
神
拝
詞
奉
唱 

次 

会
葬
者
玉
串
奉
奠 

○
会
葬
者
、
順
次
玉
串
を
奉
る 

●
玉
串
案
を
進
め
る
（
①
へ
） 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 

○
一
同
拝
礼 

次 

退 
 
 
 
 

下 
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天地書附 
 

霊璽②灯明一対 
 

神 饌 物 
 
 
柩 
 

霊璽①灯明一対 
 

玉串案 
 
 

膝衝の位置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

遺族親族・会葬者 
 
 
 
 

〈終祭のしつらえ（応用）〉 

（
備
考
） 

・
拍
手
は
、
火
葬
の
儀
ま
で
忍
手
と
す
る
。 

・
拝
礼
の
時
、
典
礼
は
、「
一
拝
忍
手
一
拝
」
と
号
令
を
か
け
て
も
よ
い
。

ま
た
は
事
前
に
、
拍
手
は
忍
手
で
あ
る
旨
を
説
明
し
て
お
く
と
よ
い
。 

・
告
詞
は
、
柩
（
死
者
）
に
向
か
い
、
奏
上
す
る
も
の
で
あ
る
。 

・
新
霊
神
拝
詞
は
、
遺
族
親
族
玉
串
奉
奠
時
よ
り
奉
唱
し
て
も
よ
い
。 

・
柩
前
に
熟
饌

じ
ゅ
く
せ
ん

（
調
理
し
た
物
）
を
供
え
て
も
よ
い
。 

・
式
後
に
教
話
を
行
う
と
よ
い
。 

・
終
祭
の
し
つ
ら
え
は
、
下
図
の
と
お
り
で
あ
る
。 

（
都
合
に
よ
っ
て
は
、
告
別
式
の
し
つ
ら
え
と
同
じ
で
も
よ
い
。
そ
の

時
は
、
霊
璽
は
最
初
、
柩
付
近
に
置
き
、
天
地
書
附
前
ま
で
奉
遷
す
る
） 

・
図
の
霊
璽
①
は
、
奉
遷
前
の
位
置
で
あ
る
。 

・
図
の
霊
璽
②
は
、
奉
遷
後
の
位
置
で
、
天
地
書
附
の
前
に
置
く
こ
と

を
原
則
と
す
る
。
し
か
し
、
都
合
上
、
神
饌
物
の
手
前
や
、
神
饌
物
を

供
え
た
八
足
の
中
央
に
置
い
て
も
よ
い
。 

・
霊
璽
奉
遷 

 

祭
主
は
、
霊
璽
を
左
の
手
の
ひ
ら
に
の
せ
、
右
手
の
祭
服
の
袖
で
霊

璽
を
覆
う
よ
う
に
し
て
捧
持
し
、祈
念
を
込
め
な
が
ら
神
前
に
向
か
う
。 

・
霊
神
唱
詞
を
次
に
示
す
。 

 
 
 

あ
は
れ
○
○
○
○
の
霊

神

み
た
ま
の
か
み

（
た
ち
）。 

 
 
 

今
よ
り
は
生
神
金
光
大
神
御
取
次
の
ま
に
ま
に
。 

 
 
 

天
地
金
乃
神
の
み
徳
こ
う
む
り
。 

 
 
 

い
よ
よ
霊
の
道
立
て
み
受
け
た
ま
え
。 

                       

天地書附 
 

霊璽②灯明一対 
 

神 饌 物 
 

玉串案 
 
 

終祭詞奏上の時の 
膝衝の位置② 

 
 
 
 
 
 
柩 
 

霊璽①灯明一対 
 

玉串案 
 
 

告詞奏上の時の 
膝衝の位置① 

 
 
 
 
 
 
 
 

〈終祭のしつらえ（基本）〉 
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２ 

告
別
式 

先 

着 
 
 
 
 

座 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 

○
一
同
拝
礼 

次 

天
地
賛
仰
詞
奉
唱 

○
一
同
天
地
賛
仰
詞
奉
唱 

●
玉
串
案
、
膝
衝
を
設
け
る 

次 

祭
主
祭
詞
奏
上 

○
一
同
敬
礼 

○
直
る 

次 
祭
主
玉
串
奉
奠 

○
祭
員
共
に
拝
礼 

●
膝
衝
を
撤
し
、
玉
串
案
を
設
け
る 

次 

喪
主
喪
婦
玉
串
奉
奠 

○
喪
主
喪
婦
、
玉
串
を
奉
る 

次 

弔 
 
 
 
 

辞 

○
弔
辞 

次 

遺
族
親
族
玉
串
奉
奠 
○
遺
族
親
族
、
玉
串
を
奉
る 

（
次 

会
葬
者
玉
串
奉
奠 

○
会
葬
者
、
順
次
玉
串
を
奉
る
） 

（
こ
の
間
に
弔
電
の
紹
介
） 

（
次 

葬
儀
委
員
長
玉
串
奉
奠 

○
葬
儀
委
員
長
、
玉
串
を
奉
る
） 

●
玉
串
案
を
進
め
る 

次 

新
霊
神
拝
詞
奉
唱 

○
一
同
新
霊
神
拝
詞
奉
唱 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 

○
一
同
拝
礼 

次 

退 
 
 
 
 
 

下 

次 

遺
族
代
表
（
葬
儀
委
員
長
）
挨
拶 

  

 

（
備
考
） 

・
拍
手
は
、
火
葬
の
儀
ま
で
忍
手
と
す
る
。 

・
新
霊
神
拝
詞
は
、
遺
族
親
族
の
玉
串
奉
奠
時
よ
り
唱
え
て
も
よ
い
。 

・
玉
串
案
は
、
全
部
同
じ
案
で
も
よ
い
。 

・
告
別
式
の
し
つ
ら
え
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

出
棺
の
関
係
上
、
一
番
手
前
に
柩
を
置
く
こ
と
も
あ
る
。 

・
弔
辞
の
際
に
、
玉
串
奉
奠
を
す
る
と
き
は
、
玉
串
を
先
に
供
え
る
。

弔
辞
は
玉
串
案
の
上
に
供
え
る
。 

・
弔
電
の
披
露
は
、
遺
族
親
族
玉
串
奉
奠
の
間
か
、
会
葬
者
玉
串
奉
奠

の
間
に
行
う
と
よ
い
。 

・
会
葬
者
が
多
い
場
合
は
、
か
け
玉
串
と
言
い
、
大
き
な
榊
を
用
意
し

紙
垂
を
か
け
て
も
ら
う
よ
う
に
す
る
。 

・
引
き
続
い
て
、
遺
族
親
族
代
表
挨
拶
、
最
後
の
お
わ
か
れ
、
出
棺
等

が
あ
る
。 

・
出
棺
の
時
間
を
考
慮
し
て
、
告
別
式
を
す
す
め
る
こ
と
。
出
棺
の
二

十
分
前
頃
に
は
終
わ
る
よ
う
に
し
、
車
に
乗
る
時
間
等
に
、
余
裕
を
持

た
せ
て
お
く
。 
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天地書附 

 
霊璽・遺影 

 
 
柩 
 
 

神饌物 
 
案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遺族親族・会葬者 

 
新霊床を葬儀後にしつらえる場合 

 
 
 
柩 
 
 

神饌物 
 
案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遺族親族・会葬者 
 

神前、新霊床が別に用意され 
霊璽をすでに祀っている場合 

 
 
柩 
 
 

葬儀社が用意した祭壇 
（天地書附） 

（霊璽・遺影） 

（神饌物） 
 
案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遺族親族・会葬者 
 

 
 
 

葬儀社が用意した祭壇 
（天地書附） 

（霊璽・遺影） 

（神饌物） 
 
 
柩 
 
 
案 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遺族親族・会葬者 
 

〈告別式のしつらえ（各種）〉 
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３ 

終
祭
に
引
続
き
告
別
式
を
行
う
場
合
の
次
第
（
例
） 

（
終
祭
） 

先 

着 
 
 
 
 

座 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 

○
一
同
拝
礼 

次 

天
地
賛
仰
詞
奉
唱 

○
一
同
天
地
賛
仰
詞
奉
唱 

次 

祭
主
告
詞
奏
上 

○
一
同
敬
礼 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
直
る 

次 
霊 

璽 

奉 

遷 

○
一
同
敬
礼 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
消
灯
（
屏
風
を
設
け
る
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
祭
主
、
柩
前
の
ロ
ー
ソ
ク
一
対
に

点
火 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
祭
主
、
霊
神
唱
詞
奉
唱
（
二
回
） 

●
祭
主
、
柩
前
の
霊
璽
を
神
前
に
進

め
、
神
前
の
ロ
ー
ソ
ク
に
点
火 

こ
の
間
先
唱
役
は
警
蹕
を
か
け
る 

こ
の
間
賛
者
は
柩
前
の
ロ
ー
ソ
ク

を
消
火
し
、
案
を
撤
す
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
直
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
点
灯 

次 

祭
主
終
祭
詞
奏
上 

○
一
同
敬
礼 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
直
る 

次 

拝 
 
 
 

礼 
 

○
一
同
拝
礼 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
下
段
に
続
く
） 

（
告
別
式
）（
こ
こ
よ
り
告
別
式
に
な
る
旨
説
明
を
加
え
る
） 

次 

新
霊
神
拝
詞
奉
唱 

○
一
同
新
霊
神
拝
詞
奉
唱 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
玉
串
案
を
設
け
る 

次 

祭
主
告
別
式
祭
詞
奏
上 

○
一
同
敬
礼 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
直
る 

次 

祭
主
玉
串
奉
奠 

○
祭
員
共
に
拝
礼 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
玉
串
案
を
設
け
る 

次 

喪
主
喪
婦
玉
串
奉
奠 

○
喪
主
喪
婦
玉
串
を
奉
る 

次 

弔 
 
 
 
 

辞 

○
弔
辞 

次 

遺
族
親
族
玉
串
奉
奠 

○
遺
族
親
族
以
下
順
次
玉
串
を
奉
る 

（
次 

葬
儀
委
員
長
玉
串
奉
奠 

○
葬
儀
委
員
長
玉
串
を
奉
る
） 

次 

弔 
 
 
 
 

電 

○
弔
電 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
玉
串
案
を
進
め
る 

次 

遺
族
代
表
挨
拶 

○
遺
族
代
表
挨
拶 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 

○
拝
礼 

次 

退 
 
 
 
 

下 

（
備
考
） 

・
弔
電
は
遺
族
親
族
玉
串
奉
奠
中
に
披
露
し
て
も
よ
い 

・
し
つ
ら
え
は
告
別
式
に
準
じ
る 

・
終
祭
と
告
別
式
の
区
切
り
を
つ
け
る
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。
典
礼
が 

終
祭
と
告
別
式
の
説
明
を
途
中
で
入
れ
る
な
ど
す
る
と
よ
い
。 
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４ 

火
葬
の
儀
（
火
葬
場
祭
） 

先 

着 
 
 

席
（
座
） 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 
 
 
 

○
一
同
拝
礼 

次 

祭
主
火
葬
の
儀
唱
詞
奉
唱 

○
一
同
敬
礼 

 
 
 
 
 
 
 

（
又
は
祭
主
祭
詞
奏
上
） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
直
る 

次 
祭
主
玉
串
奉
奠 

 
 
 

○
一
同
共
に
拝
礼 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
ま
た
は
、
祭
員
共
に
拝
礼
） 

次 

遺
族
以
下
玉
串
奉
奠 

 
 

○
遺
族
親
族
会
葬
者 

順
次
玉
串
を
奉
る 

次 

新
霊
神
拝
詞
奉
唱 

 
 
 

○
一
同
新
霊
神
拝
詞
奉
唱 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 
 
 
 

○
一
同
拝
礼 

次 

退 
 
 
 
 

下 

（
備
考
） 

・
土
葬
の
場
合
は
「
埋
葬
の
儀
」
と
し
て
行
う
。 

・
拍
手
は
、
こ
の
儀
式
ま
で
忍
手
と
す
る
。 

・
火
葬
場
で
は
、
柩
を
所
定
の
位
置
に
す
え
、
祭
壇
に
遺
影
掲
げ
、
霊

璽
を
安
置
す
る
。
ま
た
、
告
別
式
会
場
か
ら
持
参
し
た
も
の
を
お
供
え

す
る
。 

・
会
葬
者
（
遺
族
以
下
）
玉
串
奉
奠
を
行
っ
て
も
よ
い
。（
祭
主
玉
串
奉

奠
の
後
） 

  

・「
火
葬
の
儀
唱
詞
」 

 
 
 
 

あ
は
れ
「
何
某
」
の
大
人
（
敬
称
）
は
や
。 

 
 
 
 

な
ご
り
は
永
久
に
尽
き
ね
ど
も
。 

 
 
 
 

今
し
神
み
は
か
り
に
ゆ
だ
ぬ
れ
ば
。 

 
 
 
 

み
心
や
す
ら
に
神
の
御
許
に
立
ち
帰
り
ま
せ
。 

・
火
葬
の
儀
唱
詞
奉
唱
を
、
火
葬
の
儀
祭
詞
奏
上
に
替
え
て
行
っ
て
も

よ
い
。 

・
神
饌
物
、
玉
串
等
は
、
火
葬
の
儀
用
の
を
整
え
る
の
が
正
式
で
あ
る

が
、
告
別
式
の
お
供
え
を
三
方
に
一
、
二
台
分
取
り
わ
け
て
持
っ
て
行

き
、
火
葬
場
の
三
方
を
借
り
て
相
盛
り
に
す
る
場
合
も
あ
る
。 

・
式
後
、
玉
串
、
お
供
え
物
は
、
葬
場
の
係
員
の
指
示
に
従
い
、
亡
骸

と
と
も
に
埋
葬
す
る
。 

・
祭
員
は
、
全
員
行
か
ず
に
、
残
っ
た
人
が
葬
後
の
儀
の
準
備
を
す
る

こ
と
も
あ
る
。 

・『
祭
式
教
本
』
で
は
祭
服
を
脱
ぎ
、
白
衣
・
袴
で
行
っ
て
も
よ
い
こ
と

に
な
っ
て
い
る
が
、
特
別
な
事
情
（
例
え
ば
、
山
中
深
く
の
埋
葬
場
へ

徒
歩
で
行
く
場
合
）
が
な
い
限
り
、
祭
服
を
着
け
て
式
を
奉
仕
す
る
。 

・
点
火
後
帰
り
、
葬
後
の
儀
の
準
備
を
し
て
待
つ
。 

・
火
葬
の
儀
の
こ
と
を
、
火
葬
場
祭
と
も
い
う
。 
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５ 

葬
後
の
儀
（
葬
後
霊
祭
） 

先 

着 
 
 
 
 

座 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 

○
一
同
拝
礼 

次 

新
霊
神
拝
詞
奉
唱 

○
一
同
新
霊
神
拝
詞
奉
唱 

次 

祭
主
祭
詞
奏
上 

○
一
同
敬
礼 

○
直
る 

次 
祭
主
玉
串
奉
奠
（
○
祭
員
共
に
拝
礼
） 

次 
遺
族
親
族
玉
串
奉
奠 

○
遺
族
親
族
順
次
玉
串
を
奉
る 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 

○
一
同
拝
礼 

次 

退 
 
 
 
 

下 

 

（
備
考
） 

・
霊
璽
と
遺
骨
を
安
置
す
る
所
を
新
霊
床

し
ん
れ
い
し
ょ
う

と
し
、
合
わ
せ
て
遺
影
を
掲

げ
て
も
よ
い
。
新
霊
床
は
、
先
に
し
つ
ら
え
て
お
く
と
よ
い
が
、
終
祭

後
設
置
し
て
も
よ
い
。 

・
新
霊
床
の
祭
具
類
は
、
教
会
か
ら
貸
し
出
す
の
で
は
な
く
、
遺
族
で

用
意
し
て
も
ら
う
と
よ
い
。（
葬
儀
社
、
神
器
仏
具
店
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ

ー
等
で
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
） 

・
新
霊
神
拝
詞
の
後
に
、
祭
主
祭
詞
奏
上
、
祭
主
玉
串
奉
奠
、
遺
族
親

族
玉
串
奉
奠
を
加
え
て
も
よ
い
。（
代
表
だ
け
で
も
よ
い
） 

・
遺
骨
が
帰
宅
し
た
ら
、
新
霊
床
の
適
当
な
場
所
に
安
置
し
て
か
ら
葬

後
の
儀
を
始
め
る
が
、
時
間
の
都
合
で
、
遺
骨
の
帰
宅
前
に
葬
後
の
儀

を
奉
仕
す
る
場
合
も
あ
る
。 

・
親
族
が
集
ま
っ
て
い
る
の
で
、
葬
後
の
儀
に
併
せ
て
十
日
祭
を
奉
仕

し
て
も
ら
い
た
い
と
願
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。 

・
十
日
祭
を
合
わ
せ
行
う
場
合
は
、
十
日
祭
の
式
次
第
に
従
う
。 

・
退
下
後
、
旬
日
祭
の
こ
と
な
ど
説
明
し
、
以
上
で
葬
儀
が
終
わ
っ
た

こ
と
を
述
べ
る
。 

・
葬
後
の
儀
の
こ
と
を
、
葬
後
霊
祭
と
も
い
う
。 

・ （
参
考
） 

・
遺
族
の
日
々
の
御
祈
念
に
つ
い
て 

 

日
々
の
御
祈
念
に
加
え
、
神
前
で
の
最
後
に
天
地
賛
仰
詞
、
霊
前
で

の
御
祈
念
の
の
ち
、
新
霊
床
で
新
霊
神
拝
詞
を
奉
唱
す
る
。 

 

せ
め
て
、
新
霊
床
で
は
新
霊
神
拝
詞
を
奉
唱
し
、
新
霊
神
に
心
を
尽

く
す
よ
う
心
掛
け
る
。 

・
新
霊
床
へ
の
お
供
え
に
つ
い
て 

 

毎
日
、
家
族
が
頂
い
て
い
る
も
の
と
同
じ
も
の
を
お
供
え
し
、
お
粗

末
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、早
め
に
お
下
げ
し
て
、家
族
で
頂
く
と
よ
い
。 

・
新
霊
床
の
灯
明
の
火
の
始
末
に
は
十
分
に
配
慮
す
る
。 

・
以
上
の
内
容
を
葬
後
の
儀
終
了
後
、家
族
に
対
し
指
導
す
る
と
よ
い
。 
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九 

新
霊
神
祭 

 

新
霊
神
祭
は
、
新
霊
神
へ
の
追
悼
と
、
霊
の
道
立
て
を
中
心
す
る
祭

り
で
あ
る
。 

１ 

旬
日
祭 

（
神
前
） 

先 

着 
 
 
 
 

座 
次 
拝 

 
 
 
 

礼 

○
一
同
拝
礼 

次 
天
地
賛
仰
詞
奉
唱 

○
一
同
天
地
賛
仰
詞
奉
唱 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
玉
串
案
、
膝
衝
を
設
け
る 

次 

祭
主
祭
詞
奏
上 

○
一
同
敬
礼 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
直
る 

次 

祭
主
玉
串
奉
奠 
○
一
同
共
に
拝
礼 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
膝
衝
を
撤
す
る 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 

○
一
同
拝
礼 

次 

転 
 
 
 
 

座 

（
新
霊
床
） 

先 

着 
 
 
 
 

座 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 

○
一
同
拝
礼 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
玉
串
案
、
膝
衝
を
設
け
る 

次 

祭
主
祭
詞
奏
上 

○
一
同
敬
礼 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
直
る 

次 

祭
主
玉
串
奉
奠
（
○
祭
員
共
に
拝
礼
） （

下
段
に
続
く
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
膝
衝
を
撤
し
、
玉
串
案
を
設
け
る 

次 

遺
族
親
族
玉
串
奉
奠 

○
遺
族
親
族
順
次
玉
串
を
奉
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
賛
者
、
玉
串
案
を
霊
前
に
進
め
る 

次 

新
霊
神
拝
詞
奉
唱 

○
一
同
新
霊
神
拝
詞
奉
唱 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 

○
一
同
拝
礼 

次 

退 
 
 
 
 

下 

 

（
備
考
） 

・
旬
日
祭
は
、
葬
後
の
儀
の
後
、
五
十
日
祭
ま
で
の
間
、
十
日
ご
と
に

仕
え
る
お
祭
り
で
あ
る
。 

・
神
前
で
、
天
地
賛
仰
詞
の
後
、
祭
主
祭
詞
奏
上
、
玉
串
奉
奠
を
加
え

る
こ
と
も
あ
る
。 

・
旬
日
祭
の
二
十
日
祭
、
四
十
日
祭
を
そ
れ
ぞ
れ
、
十
日
祭
、
三
十
日

祭
に
合
わ
せ
て
行
っ
て
も
よ
い
。 

・
埋
葬
又
は
す
で
に
埋
骨
し
て
あ
る
場
合
は
、
併
せ
て
墓
前
祭
を
奉
仕

す
る
。 

・
旬
日
祭
の
数
え
方
は
、
帰
幽
当
日
を
含
め
て
数
え
る
。
こ
れ
は
、
そ

の
日
か
ら
霊
神
と
な
ら
れ
た
と
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。し
か
し
、

翌
日
か
ら
数
え
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
、
そ
の
地
方
の
慣
習
を
考
慮
す

る
こ
と
。 
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２ 

五
十
日
祭
並
び
に
合
祀
祭 

 

合
祀
祭
は
、
五
十
日
間
祀
っ
た
新
霊
神
を
、
先
祖
の
霊
神
に
合
わ
せ

て
祀
る
儀
式
で
あ
る
。
な
お
、
霊
神
簿
に
霊
神
名
を
記
入
す
る
。 

奏
上
祭
（
神
前
） 

先 

着 
 
 
 
 

座 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 

○
一
同
拝
礼 

次 
天
地
賛
仰
詞
奉
唱 

○
一
同
天
地
賛
仰
詞
奉
唱 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
玉
串
案
、
膝
衝
を
設
け
る 

次 

祭
主
祭
詞
奏
上 

○
一
同
敬
礼 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
直
る 

次 

祭
主
玉
串
奉
奠 

○
一
同
共
に
拝
礼 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
膝
衝
を
撤
す
る 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 

○
一
同
拝
礼 

次 

転 
 
 
 
 

座 

（
下
段
に
続
く
） 

        

 

五
十
日
祭
（
新
霊
床
前
） 

先 

着 
 
 
 
 

座 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 

○
一
同
拝
礼 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
玉
串
案
、
膝
衝
を
設
け
る 

次 

祭
主
祭
詞
奏
上 

○
一
同
敬
礼 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
直
る 

次 

祭
主
玉
串
奉
奠
（
○
祭
員
共
に
拝
礼
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
膝
衝
を
撤
し
、
玉
串
案
を
設
け
る 

次 

遺
族
親
族
玉
串
奉
奠 

○
遺
族
親
族
玉
串
を
奉
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
玉
串
案
を
進
め
る 

次 

新
霊
神
拝
詞
奉
唱 

○
一
同
新
霊
神
拝
詞
奉
唱 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 

○
一
同
拝
礼 

次 

霊
璽
捧
持
、
転
座 

○
一
同
敬
礼 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

●
祭
主
、
霊
璽
を
捧
持
し
、
典
礼
の

先
導
に
よ
り
霊
前
に
向
か
う
。 

祭
員
こ
れ
に
従
う
。 

（
次
ペ
ー
ジ
上
段
に
続
く
） 
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合
祀
祭
（
霊
前
） 

先 

霊 

璽 

奉 

安 

●
祭
主
、
霊
璽
を
霊
床
に
安
置
す
る 

次 

着 
 
 
 
 

座 

●
霊
璽
奉
安
の
間
、
祭
員
所
定
の
位 

 
 

置
に
着
座
、
敬
礼 

○
直
る 

●
祭
主
、
正
面
に
着
座
、
拝
礼
後
、 

復
座 

次 
拝 

 
 
 
 

礼 

○
一
同
拝
礼 

次 

霊
前
拝
詞
奉
唱 

○
一
同
霊
前
拝
詞
奉
唱 

●
玉
串
案
、
膝
衝
を
設
け
る 

次 

祭
主
祭
詞
奏
上 

○
一
同
敬
礼 

○
直
る 

次 

祭
主
玉
串
奉
奠
（
○
祭
員
共
に
拝
礼
） 

●
膝
衝
を
撤
し
、
玉
串
案
を
設
け
る 

次 

遺
族
親
族
玉
串
奉
奠 

○
遺
族
親
族
玉
串
を
奉
る 

●
賛
者
、
玉
串
案
を
霊
前
に
進
め
る 

次 

祖
先
賛
詞
奉
唱 

○
一
同
祖
先
賛
詞
奉
唱 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 

○
一
同
拝
礼 

次 

退 
 
 
 
 

下 

    

（
備
考
） 

・
五
十
日
祭
、
合
祀
祭
を
併
せ
行
う
場
合
は
、
新
霊
床
で
の
次
第
を
次

の
様
に
変
更
し
て
も
よ
い
。 

（
新
霊
床
前
） 

先 

着 
 
 
 
 

座 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 

次 

新
霊
神
拝
詞
奉
唱 

次 

霊
璽
捧
持
、
転
座 

・
新
霊
床
で
、
霊
璽
捧
持
の
前
に
撤
饌
を
行
う
こ
と
も
あ
る
。 

 

捧
持
が
で
き
る
よ
う
、
中
央
部
の
三
方
の
み
撤
し
て
も
よ
い
。 

・
捧
持
、
奉
安
の
作
法
を
示
す
。 

 

祭
主
新
霊
床
前
に
着
座
、
一
拝
、
覆
面
し
、
終
祭
に
お
け
る
「
霊
璽

奉
遷
」
に
準
じ
霊
璽
を
捧
持
し
、
霊
前
に
転
座
す
る
。（
祭
員
は
こ
れ
に

従
い
、
定
位
に
着
座
す
る
） 

 

次
に
、
祭
主
は
霊
璽
を
奉
安
し
、
霊
前
に
着
座
、
覆
面
を
取
り
、
一

拝
、
四
拍
手
、
一
拝
し
て
、
祭
主
の
着
座
位
置
に
戻
る
。 

・
遺
族
玉
串
は
代
表
だ
け
に
し
て
、
以
下
共
に
拝
礼
で
も
よ
い
。 
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３ 

墓
前
祭 

（
例
１
） 

先 

着 
 
 
 
 

席 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 

○
一
同
拝
礼 

次 

霊
前
拝
詞
奉
唱 

○
一
同
霊
前
拝
詞
奉
唱 

次 

祭
主
祭
詞
奏
上 

○
一
同
敬
礼 

○
直
る 

次 
祭
主
玉
串
奉
奠
（
○
祭
員
共
に
拝
礼
） 

次 

参
拝
者
玉
串
奉
奠 

○
参
拝
者
順
次
玉
串
を
奉
る 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 

○
一
同
拝
礼 

次 

退 
 
 
 
 

下 

 

（
例
２
） 

先 

着 
 
 
 
 

席 

次 

献 
 
 
 
 

饌 

（
備
付
で
も
よ
い
） 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 

次 

霊
前
拝
詞
奉
唱 

次 

祭
主
祭
詞
奏
上 

次 

祭
主
玉
串
奉
奠 

次 

遺
族
親
族
玉
串
奉
奠 

次 

参
拝
者
玉
串
奉
奠 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 

次 

退 
 
 
 
 

下 

（
備
考
） 

・
墓
地
で
納
骨
を
し
た
の
ち
、
献
饌
し
て
も
良
い
。 

・
参
拝
者
の
玉
串
は
、
代
表
者
の
み
で
も
良
い
し
、
全
員
で
も
良
い
。 

・
建
碑
式
次
第
は
、
墓
前
祭
の
次
第
に
準
じ
る
。
碑
の
覆
い
は
式
の
前

に
取
り
の
ぞ
い
て
お
く
。 

・
最
近
は
、
納
骨
殿
と
か
祖
安
殿
な
ど
、
建
物
形
式
の
も
の
が
作
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
の
落
成
式
の
次
第
も
墓
前
祭
の
次
第
に
準
じ
る
。 

・
時
代
や
種
類
に
よ
り
、
骨
壷
の
サ
イ
ズ
が
異
な
る
。
あ
ら
か
じ
め
納

骨
場
所
と
骨
壷
の
サ
イ
ズ
を
確
認
し
て
お
く
よ
う
遺
族
に
依
頼
し
て
お

く
こ
と
。 
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十 

改
式
祭 

（
神
前
） 

先 

着 
 
 
 
 

座 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 

次 

神
徳
賛
詞
奉
唱 

次 

祭
主
祭
詞
奏
上 

次 
祭
主
玉
串
奉
奠 

次 
霊 

璽 

奉 

遷 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 

次 
 

（
霊
前
） 

先 

霊 

璽 

奉 

安 

次 

着 
 
 
 
 

座 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 

次 

霊
前
拝
詞
奉
唱 

次 

祭
主
祭
詞
奏
上 

次 

祭
主
玉
串
奉
奠 

次 

参
拝
者
玉
串
奉
奠 

次 

祖
先
賛
詞
奉
唱 

次 

拝 
 
 
 
 

礼 

次 

退 
 
 
 
 

下 

  

（
備
考
） 

・
霊
璽
は
、
最
初
神
前
手
前
に
安
置
し
、
神
に
対
し
て
改
式
の
報
告
を

し
、霊
神
と
し
て
祀
る
こ
と
を
述
べ
る（
祭
詞
）。霊
璽
奉
遷
に
お
い
て
、

霊
神
唱
詞
を
唱
え
た
後
、
霊
璽
を
一
度
神
前
深
く
進
め
る
。 

 

拝
礼
の
後
、
霊
璽
捧
持
、
転
座
し
、
霊
前
に
霊
璽
を
奉
安
す
る
。 

・
祭
典
に
あ
た
り
、
改
式
の
意
味
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
こ
と
。 

・
親
族
等
関
係
者
の
了
解
を
得
て
、
仏
式
名
（
戒
名
）
等
を
霊
神
名
に

か
え
る
。 

・
生
前
の
氏
名
に
霊
の
敬
称
を
つ
け
る
時
は
、
次
の
中
か
ら
適
宜
選
択

し
、
霊
璽
や
祭
詞
の
中
で
は
、
例
え
ば
、「
○
○
○
○
大
人
之
霊

神

み
た
ま
の
か
み

」

と
称
え
、
墓
標
等
に
は
、「
○
○
○
○
大
人
之
奥
城

お
く
つ
き

」
と
記
す
。 

 

［
男
の
場
合
］ 

 

［
女
の
場
合
］ 

大
人
（
う
し
） 

 

姫
（
ひ
め
） 

老
翁
（
お
き
な
）（
お
じ
） 

老
媼
（
お
う
な
） 

 
 
 

老
人 

翁
（
お
き
な
） 

 

媼
（
お
う
な
） 

 
 
 
 

老
人 

大
刀
自
（
お
お
と
じ
） 

 
 

彦
（
ひ
こ
） 

 

刀
自
（
と
じ
） 

大
郎
子
（
お
お
い
ら
つ
こ
） 

大
郎
女
（
お
お
い
ら
つ
め
） 

郎
子
（
い
ら
つ
こ
） 

郎
女
（
い
ら
つ
め
） 

 
 
 

童
男
（
わ
ら
わ
お
） 

童
女
（
わ
ら
わ
め
） 

 
 

14
歳
以
下 

若
子
（
わ
く
ご
） 

 

若
子
（
わ
く
ご
） 

 
 
 

幼
児 

嬰
（
み
ど
り
ご
） 

 

嬰
（
み
ど
り
ご
） 

 
 
 

新
生
児 

15 歳  壮年 
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十
一 

宣
教 

○ 

本
部
広
前
月
例
祭
前
夜
の
教
話 

 
 

（
次
第
） 先 

御
祈
念 

次 

神
伝
捧
読
及
び
講
師
紹
介 

次 

教
話 

次 
御
祈
念 

（
読
師
の
作
法
） 

先 

①
に
て
結
界
に
向
い
て
座
り
一
拝
、
膝
行
し
て 

②
（
御
祈
念
座
の
手
前
）
の
位
置
に
着
座 

次 

拝
礼
、
神
前
拝
詞
・
取
次
唱
詞
・
天
地
書
附
奉
体
・ 

神
徳
賛
詞
・
金
光
大
神
賛
仰
詞
（
奉
唱
）、
拝
礼
、
起
座 

次 

③
（
霊
前
の
御
祈
念
座
の
手
前
）
に
て
着
座
、 

拝
礼
、
霊
前
拝
詞
（
奉
唱
）、
拝
礼
、
起
座 

次 

④
へ
登
壇
、
一
揖 

 
 

●
補
助
賛
者
、
神
伝
を
三
方
に
の
せ
、
講
台
の
上
に
置
く 

次 

一
拝
、
置
笏
・
置
扇
（
講
台
の
上
に
） 

次 

神
伝
を
取
り
一
揖 

（
左
手
で
神
伝
の
左
下
端
を
、
右
手
で
右
下
端
を
持
つ
） 

次 

神
伝
を
開
く
（
左
手
は
そ
の
ま
ま
の
位
置
を
持
ち
、
右
手

で
表
紙
を
開
い
て
、
目
通
り
に
捧
持
す
る
） 

次 

捧
読
（「
立
教
神
伝
」
又
は
「
御
神
伝
」
と
唱
え
、 

年
月
日
は
黙
読
し
、
本
文
を
捧
読
す
る
） 

次 

神
伝
を
閉
じ
、
一
揖 

次 

神
伝
を
三
方
の
上
に
置
く 

次 

一
拝
、、
置
笏
・
置
扇
、
四
拍
手
、
一
拝 

 
 

●
補
助
賛
者
、
神
伝
を
撤
す
る 

次 

一
揖
、
開
教
の
由
（
開
教
の
意
味
合
い
、
講
師
紹
介
、 

聴
講
の
心
得
等
）
を
述
べ
、
一
揖
、
降
壇 

次 

②
の
位
置
に
戻
り
、
着
座
、
一
拝
の
後
、 

①
の
位
置
ま
で
膝
退
す
る 

次 

結
界
に
向
い
て
座
り
、
一
拝
、
回
転
起
座
し
、 

控
え
室
へ
戻
る 

（
講
師
の
作
法
） 

先 

①
に
て
結
界
に
向
い
て
座
り
一
拝
、
膝
行
し
て 

②
（
御
祈
念
座
の
手
前
）
の
位
置
で
着
座 

次 

拝
礼
、
そ
の
ま
ま
霊
前
へ
向
き
、
拝
礼
、
起
座 

次 

④
へ
登
壇
、
一
揖
、
教
話 

次 

教
話
後
、
②
の
位
置
に
て
、
着
座
、 

拝
礼
、
天
地
書
附
奉
体
、
拝
礼 

次 

①
の
位
置
ま
で
膝
退
す
る
。 

次 

結
界
に
向
い
て
座
り
、
一
拝
、
回
転
起
座
し
、 

控
え
室
へ
戻
る 
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（
備
考
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・
神
伝
は
、
九
日
に
は
「
立
教
神
伝
」、
二
十
一
日
に
は
「
御
神
伝
」
を

捧
読
す
る 

・
教
会
で
の
宣
教
は
こ
れ
に
準
じ
て
行
う
。 

・
神
伝
に
は
本
形
と
、
箱
に
入
っ
た
巻
物
と
が
あ
る
。 

 

巻
物
の
場
合
の
作
法
を
次
に
示
す
。 

先 

置
笏
・
置
扇
し
、箱
に
紐
が
か
か
っ
て
い
る
場
合
は
解
く
。 

次 

箱
を
三
方
の
左
端
に
移
し
、
蓋
を
取
り
、 

右
に
伏
せ
た
ま
ま
置
く
。 

次 

神
伝
を
取
り
、押
し
頂
く
。体
の
少
し
右
に
持
っ
て
い
き
、 

左
手
で
持
ち
、
右
手
で
紐
を
一
回
り
毎
解
く
。
そ
し
て
紐

は
手
前
か
ら
巻
物
の
右
端
の
上
に
掛
け
て
、後
ろ
に
回
す
。

体
の
左
か
ら
開
き
な
が
ら
正
面
目
通
り
へ
掲
げ
る
。 

次 

一
揖
（
参
拝
者
は
こ
れ
に
合
わ
せ
敬
礼
）、
捧
読
。 

次 

読
み
終
わ
る
と
体
の
左
に
持
っ
て
い
き
、
捲
き
戻
す
。 

次 

体
の
や
や
左
で
左
手
に
持
ち
、
右
手
で
一
回
り
づ
つ
紐
を 

捲
く
。（
そ
の
時
左
手
の
人
差
し
指
で
紐
を
押
え
る
） 

次 

神
伝
を
押
し
頂
き
、
箱
に
納
め
、
蓋
を
し
、
紐
が
有
る
場 

合
は
結
ぶ
。
三
方
の
中
央
に
箱
を
移
す
。 

次 

把
笏
・
把
扇
、
一
拝
、
置
笏
・
置
扇
、
四
拍
手
、
一
拝
。 

（
参
考
） 

・
賛
題
を
唱
え
て
の
教
話
の
作
法 

先
ず
登
壇
し
て
一
揖
。
次
に
一
拝
、
賛
題
奉
唱
（
二
回
）、
一
拝
、
四

拍
手
、
一
拝
（
参
拝
者
も
こ
れ
に
合
わ
せ
る
）
し
て
教
話 

 
教
話
後
、
一
拝
、
賛
題
奉
唱
（
一
回
）、
一
拝
、
四
拍
手
、
一
拝
（
参

拝
者
も
こ
れ
に
合
わ
せ
る
） 

 

最
後
に
一
揖
し
て
降
壇

〈本部広前会堂の宣教のしつらえ〉 

① 

② ③ 

④ 
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第
六
部 

調
饌
に
つ
い
て 

 

一 

お
供
え
の
意
義  

本
教
に
お
け
る
お
供
え
は
、
信
心
生
活
の
具
現
で
あ
る
と
い
え
る
。
信
奉
者
の
生
活
全
体
は
取
次
に
よ
っ
て
高
め
ら
れ
、
神
の

願
う
あ
い
よ
か
け
よ
で
立
ち
行
く
生
き
方
に
な
る
。
信
奉
者
は
そ
の
お
礼
の
真
心
を
形
に
表
す
も
の
で
あ
る
。 

 

す
な
わ
ち
、
教
祖
は
、
お
供
え
に
つ
い
て
「
長
者
の
万
灯
、
貧
者
の
一
灯
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
。
そ
の
貧
者
の
一
灯
も
奉
ら

れ
ぬ
者
も
あ
ろ
う
。
神
は
灯
明
で
も
線
香
で
も
、
何
で
も
か
ま
わ
ぬ
。
一
本
の
線
香
を
奉
ら
れ
ぬ
者
は
、
一
本
を
半
分
に
折
り
て

奉
り
て
も
、
灯
明
の
代
わ
り
に
受
け
取
っ
て
や
る
。・
・
・
」（『
金
光
教
教
典
』
理
解Ⅲ

 

内
伝
２
―
２
）
と
教
え
ら
れ
、
ま
た
、

金
や
物
の
な
い
者
は
わ
ら
し
べ
で
も
受
け
取
っ
て
下
さ
る
と
も
教
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
氏
子
に
真
か
ら
供
え
る
心
が
あ
れ

ば
、
そ
の
人
そ
の
人
の
生
活
に
応
じ
て
、
無
理
を
し
た
り
虚
飾
を
し
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
真
を
そ
の
ま
ま
表
す
こ
と
が
、

こ
の
道
の
伝
え
で
あ
り
、
神
の
喜
び
で
も
あ
る
。
従
っ
て
、
見
栄
え
が
良
く
、
豪
華
な
物
で
、
い
か
に
立
派
な
品
物
を
お
供
え
し

て
も
、
も
と
は
「
食
物
は
み
な
、
人
の
命
の
た
め
に
天
地
乃
神
の
造
り
与
え
た
ま
う
も
の
」（
同 

理
解Ⅲ

 

神
訓
１
―
13
）
で

あ
る
か
ら
、
神
は
驚
か
れ
は
し
な
い
。
質
素
で
あ
ろ
う
と
、
み
す
ぼ
ら
し
く
あ
ろ
う
と
、
供
え
る
品
物
に
添
っ
た
真
心
が
神
に
通

じ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。 

 

今
日
ま
で
、
お
供
え
と
し
て
実
際
に
供
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
金
銭
、
物
品
、
労
働
力
、
又
は
自
己
の
作
品
な
ど
で
あ
っ
て
、

な
ん
で
な
け
れ
ば
な
ら
に
と
か
、
何
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
基
準
は
な
い
。
そ
の
形
状
、
性
質
、
容
量
な
ど
に
も
制
限
は

な
い
。
信
奉
者
の
真
心
か
ら
供
え
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
皆
お
供
え
と
し
て
受
け
取
っ
て
下
さ
る
の
で
あ
る
。 

 

な
お
、
霊
に
対
す
る
お
供
え
も
、
神
に
対
す
る
お
供
え
に
準
じ
て
考
え
れ
ば
よ
い
。
そ
の
供
え
方
も
神
に
準
じ
て
行
う
こ
と
が

適
当
で
あ
る
。 

し
か
し
、
祭
典
時
の
お
供
え
に
は
、
基
準
を
定
め
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
心
を
表
し
て
い
る 

 

二 

調
饌
の
心
構
え 

・
調
饌
奉
仕
を
す
る
者
は
、
神
様
に
真
心
を
お
受
け
頂
け
る
よ
う
、
心
を
込
め
て
御
用
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

・
身
体
を
清
潔
に
、
心
を
整
え
、
調
饌
に
ふ
さ
わ
し
い
服
装
を
し
、
覆
面
を
つ
け
る
。（
例
え
ば
、
白
衣
、
袴
を
つ
け
て
白
襷
を
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か
け
た
り
、
和
服
、
洋
服
の
上
に
白
い
エ
プ
ロ
ン
を
つ
け
た
り
す
る
） 

・
お
供
え
物
は
、
丁
寧
に
あ
つ
か
う
。 

・
調
饌
の
間
、
特
に
言
動
に
慎
み
、
喫
煙
な
ど
は
し
な
い
。 

 

三 
調
饌
所
と
調
饌
用
具
の
整
備 

・
調
饌
所
は
神
聖
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
調
饌
設
備
の
な
い
場
合
は
、
適
当
な
場
所
を
定
め
、
清
潔
に
し
て
御
用
に
当
る
。 

・
調
饌
用
具
を
手
落
ち
な
く
整
え
、
清
潔
に
し
て
お
く
。（
例
え
ば
、
ま
な
い
た
、
裁
包
丁

た
ち
ぼ
う
ち
ょ
う

又
は
カ
ッ
タ
ー
ナ
イ
フ
、
裁
物
板
又

は
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
マ
ッ
ト
、
定
規
、
包
丁
、
千
枚
通
し
、
ハ
サ
ミ
、
三
方
、
土
器

か
わ
ら
け

、
白
紙
〈
半
紙
、
奉
書
等
〉、
麻
緒
、
敷
葉
〈
桧

葉
等
〉、
布
、
ふ
き
ん
、
こ
よ
り
、
串
、
帛
等
を
用
意
す
る
） 

 

四 

神
饌
の
予
定
と
品
物
の
準
備 

・
神
饌
の
品
物
、
台
数
、
献
饌
の
順
序
な
ど
予
定
を
立
て
る
。 

・
神
饌
の
予
定
を
立
て
る
時
、
祭
詞
の
献
供
句
の
品
と
く
い
違
わ
な
い
よ
う
注
意
す
る
。 

・
品
物
を
整
え
る
と
き
、
腐
り
や
す
い
も
の
、
臭
い
の
す
る
も
の
、
形
だ
け
の
も
の
等
は
避
け
、
新
鮮
で
質
の
良
い
も
の
を
選
ぶ
。 

 

五 

盛
り
方
に
つ
い
て ・

野
菜
、
果
物
を
始
め
、
す
べ
て
の
物
は
出
来
る
だ
け
自
然
の
ま
ま
の
姿
を
失
わ
な
い
よ
う
に
盛
り
付
け
る
。（
爪
楊
枝
、
セ
ロ

テ
ー
プ
、
輪
ゴ
ム
等
は
使
用
し
な
い
よ
う
に
す
る
。
ま
た
野
菜
、
果
物
の
上
下
に
気
を
付
け
る
。） 

・
長
い
も
の
や
大
き
い
も
の
は
、
適
当
に
切
っ
て
用
い
て
も
良
い
。 

・
三
方
に
は
必
ず
敷
紙
を
敷
き
、
野
菜
、
果
物
、
魚
貝
類
等
は
土
器
を
使
用
す
る
。 

・
三
方
の
大
き
さ
に
ふ
さ
わ
し
い
盛
り
付
け
か
た
に
し
、
ま
わ
り
は
土
器
よ
り
出
来
る
だ
け
出
な
い
よ
う
に
す
る
。 

高
さ
は
、
瓶
子

へ

い

し

の
高
さ
に
揃
え
る
か
、
土
器
に
直
径
＋
深
さ
程
度
に
す
る
。 

ま
た
表
裏
を
作
ら
ず
、
四
方
正
面
に
な
る
よ
う
に
形
を
整
え
る
と
共
に
、
伝
供
中
に
落
ち
な
い
よ
う
に
安
定
さ
せ
る
。 
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・
調
饌
中
、
床
に
落
ち
た
も
の
は
使
用
し
な
い
。
や
む
を
得
な
い
場
合
は
洗
う
か
、
ふ
き
ん
で
拭
く
な
ど
す
る
。
ま
た
伝
供
の
途

中
、
落
ち
た
も
の
は
お
供
え
し
な
い
。 

・
調
饌
が
終
わ
る
と
、
調
饌
司
（
調
饌
の
責
任
者
）
は
神
饌
を
点
検
す
る
。 

 

六 
品
物
と
順
序 

 

次
の
順
で
お
供
え
す
る
。
全
体
の
し
つ
ら
え
の
都
合
で
順
序
を
か
え
る
こ
と
も
あ
る
。 

１ 

米 

 

荒
稲

あ
ら
し
ね

、
和
稲

に
ぎ
し
ね

の
順
に
供
え
る
が
、
本
教
で
は
多
く
洗
米
を
御
饌
袋

み

け

ぶ
く

ろ

に
入
れ
て
供
え
る
。 

 
荒
稲
は
、
籾
を
取
ら
な
い
も
の
、
ま
た
は
、
穂
の
ま
ま
の
も
の
を
い
い
、
和
稲
は
、
籾
を
取
っ
た
も
の
（
玄
米
・
白
米
・
洗
米
）

を
い
う
。 

 

お
お
む
ね
、
米
に
関
し
て
は
餅
、
酒
を
含
め
、
加
工
の
度
合
の
少
な
い
順
に
な
る
。 

２ 

鏡
餅 

 

御
鏡

お
か
が
み

と
も
い
う
。
敷
板
の
上
に
敷
紙
を
敷
き
、
二
重
ね
ま
た
は
三
重
ね
に
す
る
。
色
は
白
ば
か
り
の
所
も
あ
る
し
、
紅
・
黄
・

青
等
を
用
い
る
所
も
あ
る
。
小
餅
の
時
は
、
沢
山
盛
っ
て
形
を
整
え
る
。 

３ 

神
酒 

 

酒
に
は
白
酒

し

ろ

き

（
清
酒
）、
黒
酒

く

ろ

き

（
く
さ
ぎ
の
焼
灰
又
は
黒
胡
麻
の
粉
を
入
れ
た
酒
）、
ひ
と
よ
酒
（
甘
酒
）
な
ど
が
あ
る
が
、
本

教
で
は
清
酒
を
瓶
子
に
入
れ
る
。
瓶
子
は
三
方
の
中
央
に
置
く
。 

 

備
付
け
の
場
合
、
瓶
子
の
口
を
切
っ
て
お
く
。（
三
方
手
前
の
外
側
へ
置
く
） 

 

（
本
部
広
前
で
は
口
を
切
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
） 

４ 

魚
類 

 

ま
ず
は
海
の
魚
を
、
鯛
類
、
背
黒
類
（
ぶ
り
、
ま
ぐ
ろ
、
さ
わ
ら
、
さ
ば
等
）、
甲
類
（
か
に
、
え
び
、
貝
等
）
の
順
に
供
え
、

次
に
川
魚
（
鯉
、
鮎
等
）
を
供
え
る
。
丸
身
の
ま
ま
お
供
え
す
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
鱗
を
取
ら
ず
、
腹
を
開
け
ず
、
水
で
奇
麗

に
洗
う
。
特
に
、
エ
ラ
の
内
部
は
よ
く
洗
う
よ
う
に
し
、
吸
湿
の
よ
い
紙
を
挟
ん
で
お
く
と
よ
い
。 
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海
魚
は
腹
を
、
川
魚
は
背
を
神
前
に
向
け
、
頭
は
正
中
に
向
け
る
。
正
中
に
供
え
る
場
合
は
、
頭
を
神
前
か
ら
見
て
左
に
向
け

る
。
（
覚
え
や
す
い
た
め
「
海
腹
川
背
」
と
い
う
） 

 

二
匹
を
一
台
に
供
え
る
時
も
同
じ
よ
う
に
す
る
。
こ
の
と
き
、
腹
を
合
わ
せ
て
頭
を
神
前
に
向
け
て
も
よ
い
。 

５ 

鳥
類 

 

野
鳥
（
き
じ
、
鶏
等
）、
水
鳥
（
鴨
等
）
の
順
に
供
え
る
。
よ
く
汚
れ
を
取
り
、
羽
毛
を
整
え
、
首
は
翼
の
中
に
入
れ
る
。
向

き
は
、
魚
に
準
じ
る
。 

６ 

乾
物 

 

ビ
ン
物
・
缶
物
、
袋
物
・
箱
物
の
順
に
供
え
て
い
る
。
袋
物
、
ビ
ン
カ
ン
の
順
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。 

 
ま
ず
芯
を
作
り
、
山
形
（
実
際
に
は
釣
鐘
形
に
な
る
）
に
盛
り
付
け
る
。
芯
の
高
さ
は
三
方
の
高
さ
を
目
安
に
し
、
他
の
お
供

え
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
る
。 

７ 

野
菜 

 

二
台
に
分
け
る
場
合
は
、
根
の
物
・
色
の
黒
（
茶
）
い
物
と
、
葉
・
実
の
物
・
色
の
白
（
青
、
赤
）
い
物
に
分
け
て
盛
る
。
芯

を
作
り
、
お
お
む
ね
乾
物
の
よ
う
に
盛
る
。（
高
さ
は
土
器
の
直
径
＋
深
さ
を
目
安
に
す
る
） 

 
 

分
類
例 

 
 
 
 

根
物
、
黒
物 

 

＝ 
ご
ぼ
う
、
れ
ん
こ
ん
、
い
も
類
、
な
す
び
、
南
京
等 

 
 
 
 

葉
物
、
白
青
物 

＝ 
白
菜
、
キ
ャ
ベ
ツ
、
セ
ロ
リ
、
ト
マ
ト
、
ネ
ギ
、
キ
ュ
ウ
リ
、
ピ
ー
マ
ン
、
大
根
、
玉
ね
ぎ
等 

８ 

果
物 

 

二
台
に
分
け
る
場
合
は
、
種
類
分
け
に
し
て
盛
り
付
け
る
。 

９ 

菓
子 

 

三
方
よ
り
出
な
い
よ
う
、
高
さ
も
気
を
つ
け
て
盛
る
。 

 

10 

塩
水 

 

塩
は
円
錐
形
に
盛
っ
て
三
方
の
右
前
に
置
き
、
水
玉
は
左
後
に
置
く
。
備
付
け
の
場
合
、
水
玉
の
蓋
を

開
け
て
お
く
。（
水
玉
手
前
、
塩
の
左
に
置
く
）（
本
部
広
前
で
は
蓋
は
開
け
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
） 
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七 

献
饌
の
順
序

・
奥
の
八
足
か
ら
、
正
中
、
左
側
（
祭
主
側
）、
右
側
（
副
祭
主

側
）
の
順
に
供
え
る
。 

・
三
方
の
台
数
が
奇
数
の
時
と
、
偶
数
の
時
の
例
を
示
す
と
次

の
よ
う
に
な
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤ 
 

⑪ 

 
 
 
 
 
 
 
 

④ 
 

⑨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 
 

⑨ 

 
 
 
 
 
 
 
 

② 
 

⑦ 

 
 
 
 
 

前 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前 
 

① 
 

⑦ 

 
 
 
 
 
 
 
 

① 
 

⑥ 

 
 
 
 
 

神 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神 
 

② 
 

⑧ 

 
 
 
 
 
 
 
 

③ 
 

⑧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 
 

⑩ 

 
 
 
 
 
 
 
 

⑤ 
 

⑩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥ 
 

⑫ 

     
参
考
と
し
て
、
例
を
示
す 

（
月
例
祭 

― 

神
前
―
十
二
台 

霊
前
―
十
台
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

菓
子 

 
 
 
 

魚 
 
 

果
物 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

魚 
 
 

菓
子 

前 
 

神
酒 

 

野
菜
（
白
青
物
） 

 

前 
 

神
酒 

 

果
物 

 
 
 
 

鏡
餅 

 

乾
物 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

鏡
餅 

 

野
菜 

神 
 

神
酒 

 

野
菜
（
黒
物
） 

 
 

霊 
 

神
酒 

 

果
物 

 
 
 
 

瓶
缶 

 

果
物 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

乾
物 

 

塩
水 

 
 
 
 

 
 
 
 

塩
水 

 

（
大 

祭 

― 

十
六
台
と
大
盛
台
二
台 

生
花
一
対 

奉
幣
） 

甲
類 

 

菓
子 

鯛 
 
 

果
物 

 
 
 
 
 

 

神
酒 

 

野
菜
（
白
青
物
） 

大
盛
台
（
乾
物
） 

洗
米 

 

乾
物
（
瓶
缶
） 

 
 

鏡
餅 

 

乾
物
（
袋
物
） 

 
 

神
酒 

 

野
菜
（
黒
物
） 

 

大
盛
台
（
野
菜
・
果
物
） 

背
黒 

 

果
物 

 
 
 
 
 

 

川
魚 

 

塩
水 

 

・
右
に
記
し
た
以
外
の
物
が
あ
っ
た
り
、
品
物
が
多
く
て
三
方
に
盛
り
き
れ
な
い
場
合
は
、
神
饌
案
以
外
の
案
や
台
に
乗
せ
て
、
献
饌
の
最
後
に
お
供
え

す
る
か
、
祭
典
の
始
ま
る
前
に
お
供
え
し
て
お
く
。
以
前
、
本
部
広
前
で
は
、
神
前
の
左
右
の
大
盛
台
に
お
供
え
し
て
い
た
。 

こ 
め  米 
も もち 
み 神酒 
さ さかな 
か 乾物 
や 野菜 
か 果実 
か 菓子 
え  
ん 塩水 

（「
米
籾
酒
屋
抱
え
ん
」
と
覚
え
る
） 

献
饌
順
の
お
ぼ
え
か
た 
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補足 魚のくくり方 

（鯛の場合） 

１ 

・麻緒を４本程重ね、穂先１５セン

チの当りで一重の結びを作る。 

・「海腹川背」を考え、魚の尾ヒレの

元を麻緒の穂先（結び目より先）で

縛る。 

 

 

 

 

２ 

・土器の大きさに合わせ、魚を曲げ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

・魚の口を開け、麻緒を挟み、麻緒

を２、３回ねじった後、２本づつに

分ける。 
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４ 

・魚の腹側に分かれた麻緒は腹ヒレ

に掛けて上部へ送る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

・背側の麻緒は背ヒレの２本目と３

本目の骨の間に掛け、背ヒレを起こ

し、やはり上部に送る。 

 

 

 

 

 

 

 

６ 

・背と腹からの麻緒は、尾から口に

掛けた麻緒の上から下へ１回掛け

る。 
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７ 

・二方からの麻緒を一つにして上部

でまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 

・瓶子の高さの辺りで１本にまとめ

た麻緒を折り、尾から口に掛けた麻

緒との間を折り返す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 

・新しい麻緒の中程を、「８」で作

った束の下から掛ける。 
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10 

・「８」の束の下３分の１程、「９」

の麻緒を包帯のように巻き付ける。

（巻き始め） 

 

 

 

 

 

 

 

11 

・巻き終わりを、戻らないように１

度結ぶ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

・残った麻緒を蝶結びにし、「８」の

麻緒を穂先に合わせて長さ切り揃え

る。 

・「７」の束の上の輪を切り、束を揃

える。 

・「２」の麻緒の端を短く切り整える。 

・魚の胸ヒレを麻緒に掛けて立てる。 
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13 

・土器に青菜か桧葉を敷き、適当な

野菜（大根とかじゃがいも）を切り、

魚の下に敷き安定させる。 

・向きを間違えないように三方にの

せる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ブリ、ハマチの場合） 

１ 

・エラの中を奇麗に洗い、水や血を取っ

たあとに、奉書紙等の吸湿性の良い紙を

つめ、細い麻緒でエラブタが開かないよ

うに頭部を縛る。 

・２本の麻緒を用意し、鯛と同じように

尾の部分を縛る。口を通した麻緒を下へ

回す。 

・胸ヒレの辺りで、新しい麻緒一本を、

先の麻緒に掛け、先の麻緒を背ヒレの方

へ、新たに掛けた麻緒を腹ヒレの方へ回

し、それぞれのヒレに掛け、上へ回す。 

・以下鯛の場合と同じ 
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（二匹の魚を抱き合わせる場合） 

１ 

・二匹の魚の腹を合わせ、尾を重ねる。 

・鯛と同じように重ねた尾を一度に縛る。 

 

 

 

 

２ 

・麻緒を２本に分け、それぞれをそれぞれの魚の口

に挟む。 

 

 

 

 

３ 

・麻緒を１本にまとめ、２、３度ねじる。 

・再び２本に分け、それぞれの魚の背ヒレに掛けて

上にまわす。 

・以下同じようにする。 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

・正中に頭を向ける場合（横向き）。  ・奥に頭を向ける場合（縦向き）。 

蝶結びは魚の横に作る。    蝶結びは魚の尾の方に作る。 
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（生きた鯉の場合） 

１ 

・麻緒を２本程度用意し、重ね、巻き結びを作る。 

 

 

 

 

 

２ 

・鯉の尾を、その輪に通して縛る。 

 

 

 

 

 

 

３ 

・麻緒を１本にまとめ、鯉のエラから入れる。 

・麻緒を口から出す。 

 

 

 

 

 

４ 

・その麻緒をエラの所へ戻す。 

・元の麻緒に掛ける。 
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５ 

・適当な枝を用意し、尾からエラの長さ（魚を曲げ

た状態で）に合わせて切る。 

 

 

 

 

 

６ 

・「４」の麻緒で「５」の枝と「３」の麻緒を合わせ

る。 

 

 

 

 

 

７ 

・尾の方まで巻いて、枝を隠す。 

・麻緒が解けないように、端の始末をする。 

 

 

 

 

 

８ 

・細い麻緒を用意し、口から出た麻緒に掛ける。 

・後ろに回した時、エラの辺りで輪を作る。 

（端の始末をする） 
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９ 

・「８」の輪に２本の新しい麻緒を掛ける。 

 

 

 

 

 

 

10 

・鯛と同じように、麻緒の両端を背ヒレ、腹ビレに

掛け、上へ回す。 

 

 

 

 

 

11 

・枝に麻緒を両端を上から掛け、以下鯛と同じよう

に束を作る。 

・蝶結びを腹側に作る。 

 

 （備考） 

・生きた鯉は、鯛と同じようにくくっても、更に体

を曲げ、勢いを付けて飛びはねる。従って、体を曲

げさせないように、枝で支える。 
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第七部 裁ち物 

一 覆面 

１                  ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

３                  ４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

半紙の裏が内になるよう

に半分に折る 

 

一度開き、イ、ロを折れ線ハに合

わせるように内側に折りこむ 

注）ハに合わせる時、１㎜程空け

るとよい 

 

もう一度、半分に折る 

 

少
し
空
け
る 

イ 

ロ 

ハ 

こよりを通す 

注）こよりの穴を空ける時、端に近す

ぎると紙は裂けるので注意する 

 穴の間隔を広くすると耳に掛ける

こよりは短くなる 

 こよりの片方は結び、他方は使用す

る者が自分に合わせて結ぶ 

袋側 
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二 敷紙 

１                  ２ 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○各種の三方に合った敷紙の大きさ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三方の大きさ 敷紙のサイズの目安 

４寸 18×13㎝ 半紙 1/4 

５寸 21×16㎝  

６寸 24×18㎝ 半紙半分 

７寸 27×20㎝  

８寸 30×22㎝  

９寸 33×24㎝ 半紙全紙 

尺 36×26㎝ 美濃紙 

イ 

ロ 

Ａ 

ｂ 
 

Ｂ 

ａ
ａ 

イとロを重ねるように折

る。その時、Ａとａ、Ｂと

ｂは平行になる 

Ａとａ、Ｂとｂの２組の平

行線の間隔は等しくなる 

Ａ 
 
 

Ａ＋1.5ｃｍ 
 
 

三方の内のりの対角線を

計る（Ａの長さ） 

上図のように長方形を切り

取ると三方に合った敷紙が

できる。 

 但し、尺三方以上は美濃半

紙を用いる 

ａ
ａ 
Ａ 

Ｂ ｂ 
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三 奉幣 

（紙垂） 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２                    ３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用紙２枚を裏あわせ、ま

たは左図の下が袋になる

ように大きな紙を２つ折

りにする。 

用紙の長辺を４等分、短

辺の３等分して、左図の実

線で切る。 

これを２組作る。 

裏に折り、こよりで止める 

串の幅程度開く 

この長さの約１／７をＡとし

て用紙の大きさを決める 

紙垂は 

長辺＝Ａ×４ 短辺＝Ａ×３ 

鏡は 

長辺＝Ａ×4.5 短辺＝Ａ×３ 

の長方形の用紙を用意する 

Ａ×４ 

折り線 

折り線 折り線 

Ａ×３ 

〈用紙の大きさ算出方法〉 
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（鏡） 

１  

 

 

 

 

 

 

 

２                    ３ 

 

 

 

 

 

 

（紅白の絹） 

１ 

 

 

 

２ 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ×4.5 

Ａ×３ 

① ② 

裏合わせに２つに折る 

 

更に上図のように３つに折る 

 

鏡の完成 

 

止める 

折る 折る 

並巾の絹の反物を縦長に半

分に折る 

紅白２組用意する 

下に白、上に赤の絹を重ね

中心に左図のような三角の厚

紙をあてる 

三角の紙を型に両側の絹を

左図のように折り重ねる 

 白の絹が上になる 

 厚紙と紅白の絹をこより等

で固定する 

それぞれ袋側 
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下から鏡、紙垂、絹の順で歪まないよう

に重ね、先を割った串に挿す 

串の先（側面） 

２つ割りの場合もある 

（組み立て） 

１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絹の頂点を鏡に合わせる 

ここ麻でしっかり締め、鏡、紙垂、

絹を固定する 

鏡 
串 

絹 

１にぎり程あける 

約３㎝ 
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２ つのかざりの取り付け（つのかざりの結び方は後述） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

麻の内部で串に

取り付ける 

 

串
へ
の
取
り
付
け 

前
で
結
ぶ 
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四 玉串 

（Ａ）片紙垂の玉串（一般的な紙垂） 

１ 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

３            ４            ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✄  ✄  ✄  

✄  

✄  

✄  

✄  

半紙の裏が内になるように半分に折る 

左図ように４等分に切る 

１枚の半紙から４枚の紙垂ができる 

１枚を拡大 

複数枚作る内、１枚を長

辺を３等分に、短辺を４等

分に折る 

この紙を型紙にして右図

のように切り込みを入れる 

右上は榊に結び止めをす

る場合 

右下は榊の葉に掛ける場

合の切り込み 

左図の折り線で順

の折ると、右図のよう

にな紙垂が出来る 

折り線 
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（Ｂ）両紙垂の玉串（祭主用） 

１ 紙垂の大きさを決める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 紙垂を榊への取り付ける 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 絹、麻の榊への取り付ける 

 

 

 

 

 

 

 

こ
の
長
さ
の
10
分
の
１
を
Ａ
と
す
る 

✄  

✄  

✄  

 Ａ×３ 

 Ａ×４ 

紙垂の大きさは榊の大きさによって、上図の要領で決める 

奉幣の紙垂の要領で２組用意し、榊

の中央になるよう、こよりで止める 

このままで用いる場合もあるが、さ

らに紅白の絹と麻を加えることもあ

る 

奉幣の絹の要領で紅白の絹を用意

し、麻は三つ輪かざりに結ぶ 

紙垂、絹、麻の順に重ね、固定した

ものを榊にこよりで止める 

（三つ輪かざりは後述する） 
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五 御饌袋 

１ 用紙の大きさを決める 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 型どり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 
 
 

 
Ｂ 
 
 

上面図 

Ａ×２ 又は 

Ｂ×３ 程度 

の正方形 

正面図 

正方形の紙の中央に 1/7から

1/8 程度の大きさの小さな正方

形を作る 

紙の中心を求め、そこからそ

れぞれ角までの長さの７～８

分の１の点を結ぶと小さい正

方形が出来る 

   線か谷折り 

   線は山折りにする 

中央の正方形の中まで折れ

目をつけると、完成した時安定

が悪いので注意する 

紙の１辺の７～８分の１ 

ニ 
 
 

ハ 
 
 

ロ 
 
 

イ 
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２ 組み立て（下図のように袋状に折り曲げる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 水引のつのかざりをつける          ４ 三つ輪かざりをつける 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 
 
 

イ 
 
 

ロ 
 
 

ハ 
 
 

ロ 
 
 

イ 
 
 

ハ 
 
 

ニ 
ビ 
 
 

前から順に、イ、ロ、ハ、ニ

の部分を交互に重ねる 
ひらかないように、縦に２つ穴をあ

け、こよりで止める 

重ね目をクリップで仮に止めておく

と作業しやすい 

 

４０号水引７本付を１０本程使用する 

教会によって本数を加減するとよい 

 

三つ輪かざりを取り付ける時、傾かな

いように注意すること 

金銀の水引の場合向かって右が金、左が銀 

紅白の水引の場合向かって右が赤、左が白 

こよりで止める 

御饌袋内部 

二股にして挟む 

金銀の水引の場合前が金、後ろが銀 

紅白の水引の場合、前が赤、後ろが白 
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六 八垂(やたれ) 二垂(ふたたれ) 

１ 八垂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 二垂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✄  ✄  ✄  

２～４枚の半紙を重ね、左図のように４つ

に切る 

切った半紙を重ね、端をこよりで止める 

上下を約１㎝残して、左図の実線で７箇所

切る 

このとき、最初は一方向なかり切り、裁ち

台（カッティングマット）ごと回転させて、も

う一方を切るとよい 約１㎝ 

約１㎝ 

こより 

また、要所々々をゼムクリップ等で止めておくのもよい 

こよりの所を持ち上げて八垂の完成 

葬儀等の時、１本１本ばらしながら、１対の大榊に均等に掛ける 

大祭等では、神前の１対の大榊に５色の布を掛ける場合がある 

その場合は、正中側から、紫(黒)、白、紅、黄、青(緑)の順 

✄  ✄  ✄  

✄  

✄  

✄  

✄  

✄  

折り線 

片紙垂の要領で、図に従って作る 

片紙垂１枚の用紙から、１対の二垂が出来る 

葬儀の際、柩や新霊床の１対の榊にこれを付

ける 
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七 つのかざり 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

麻を標準で２㎏用意し、 

500ｇづつ４つの束に分ける 

教会によって加減する 

１束で左図のように、右の

輪を作る 

別の１束で、左図のように、

左の輪を作る 

左図のように、左右の輪を

組み合わせる 



 -143- 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完成 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひきつづき、左右の輪を組

み合わせ、少しゆるめに結ぶ 

解けないように要所々々を

１本の麻で縛る 

左図の矢印のように、残っ

た２束をそれぞれ、先に作っ

た輪に通す 

輪を締めて、形よく結ぶ 
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八 三つ輪かざり 

１             ２           ３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４              ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６                 ７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右手で麻のこち
らを持って、一
方の端の下に輪
を作る 折り返す 

左手は麻が
交差すると
ころを常に
持つように
する 

次の輪を、先の輪の上、右側に
作る 

その際、右手で持った端を上に
重ねるように輪を作る 

右手側の端を最初の作った輪
へ、上から通して折り返す 

３つ目の輪を、２つ目輪の上、右側に作る 

２つ目の輪と同じ要領で、右手で持った端
を上に重ねるように輪を作る 

右手側の端を２つ目の輪へ、上から通して
折り返す 

もう一方の端を、３つ目の輪へ、上から通し
て折り返す 

最後に、三つ輪かざりを裏返し、中心の
結びが巴組になるよう、最後に輪を通した
端を組み込む 
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八’三つ輪かざり（水引の中央から結ぶ場合） 

１ 出来上がりの見当をつける(下の数字は、尺三方用の御饌袋に使用する三つ輪) 

 

 

 金銀の水引の場合、金が右、銀が左になるように輪を作る 

 水引を２本使用する場合は、づれないよう繋ぎ目を仮止めしておく 

 上の寸法で折りを付けておく(下は横からの図) 

 

 

２                 ３ 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

４                 ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２㎝ １５ 

㎝ 

１２㎝ 

イ ロ ハ ニ 

イ ロ 
イ 

ロ 

ニ 

ハ 

イ 

ロ 

ハ 

イ 

ロ 

ロの折り目を、イの折り目の中にはさみ込む 

中央の輪を作る 

ハの折り目を、中央の輪に通し、右の
輪を作る 

ニの折り目を、右の輪に通し、上図の
ように、中央の水引を組み合わせる 

それぞれの輪と端を引き、中央の組込
みを締め、形を整える 
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九 掛け緒（御簾の房、桧扇の房、祭詞袋の飾り等の結び方） 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左右の紐を通すように、それぞれを一
重に結ぶ（左図） 

イ、ロの輪の部分を矢印で示した所を
通す 

イ ロ 

イ ロ 
 

イ、ロの輪の部分は左図のようにな

り、中央を締めて形を整える 

それぞれの輪の大きさは、物によって

加減する 

ここが固定されていることが多い 
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十 御神米 

（御剣先
おけんざき

）美濃半紙４００×２７５ 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

✄  

✄ 

✄  ✄  

✄ 

✄  

御剣先に相応しい紙を用意する 

本部広前の御剣先の用紙は純粋な和

紙で、そのサイズは 85 ㎜×127 ㎜ 

美濃半紙（400 ㎜×275 ㎜）からは、

左図のように８枚の用紙が取れる 

イ 

ロ 

ハ 

１枚分を拡大 

イの線を折り線として、ハの線をロの線に合わせる

ように折る 

そのときハの線はロの線に丁度合わせず、１㎜程度

ひくようにする 

(さらに半分に折った時、ハの線がのぞかないため) 

ニ 
 

先端をニの線で折る 

その時できる三角形は「二等辺三角形」にする 

またその底辺の長さは、米粒の幅の２倍程度にする 
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４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（お米
よね

の調整） 

 お米はお洗米
せんまい

を用いる 

 お洗米の調整は、冬の寒期間に行うのが望ましい 

 白米を洗い、良く水を切る 

 陰干しし、乾いたら霧吹き等で御神酒をふくか、改めて御神酒に潜らす 

 また、陰干しにする 

 寒期間中に、上の要領で調整したお洗米は割れにくい 

ホ 
 
 

ロ ヘ 
 
 

形の整ったお洗米を１２粒程度入れる 

（本部広前は原則１３粒。 

１２粒は三代金光様のご理解の「１ダース」に由来） 

専用のスプーンか匙を用意するとよい 

また、最初の１粒は図のように、縦に入る 

ヘの線を折り線として、ホの線をロの線に合わせる

ように折る 
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上包
うわづつ

み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１                ２           ３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考として本部広前の上包み

のサイズを示す 

A 240㎜ e 33㎜ 

B 170㎜ f 34㎜ 

c 45㎜ g 67㎜ 

d 162㎜ h 68㎜ 

ほぼ半紙の半分の大きさ 

 

A 
 

 
 
 

B 
 
] 

 
 
 

c 
 

 
 
 

d 
 

 
 
 

e 
 

 
 
 

f 
 

 
 
 

g 
 

 
 
 

h 
 

 
 
 

裏
返
す 

裏
返
す 

裏を上にして、ロの線を折れ線

にして、イの線を内に折る 

ニの線をロの線に合わせるよう

に内に折る 

裏返して、ヘの線を折れ線にして、ホの線を内に

折る 

トの線を折れ線にして、チの線に合わせるように

内に折る 

ふたたび裏返して完成 

イ 
 

 
 
 

ロ 
 

 
 
 

ハ 
 

 
 
 

ニ 
 

 
 
 

ホ 
 

 
 
 ヘ 

 
 
 
 

ト 
 

 
 
 
チ 
 

 
 
 

御
神
米 
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十一 御献備のお包み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奉書の半分を用意する 

完成後の折れ線は左図

の点線のようになる 

以下に、この折れ線を付

ける為の手順を示す 

 

完成後をイメージし

て、裏へ折り返しの三角

（のりづけする部分）を

最初に作る 

イの線を折り線として

内に折る 

イ 

ロ ハ ニ 

ニの線を折り線とし

て、ロの線をハの線に合

わせるように、内に折る 
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３                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

へ 
ホ ニ 

ホの線を折り線として、ニの線をヘの線に

合わせるように、内に折る 

用紙のトの線の中央で交わるように、チの線を折り

線として、上端を内に折る（ヌの線を揃える） 

お札の長さを考慮してＡの長さを決め、リの線を折

り線として、下端を内に折る（ヌの線を揃える） 

チ 

リ 

ト 

ヌ 

Ａ 
裏
返
す 
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５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ル 

ヲ 

一度用紙を広げると、左図の

太線のように折り目が出来てい

る 

ルの線と、ヲの線を折り線と

して、裏を内にして、それぞれ

折る 

ワ 

タ 

ヨ 

カ 

ワの線を折り線にして、左の

端を内におる 

同じように、カの線、ヨの線、

タの線の順に折り線として、左

端を順に内の折る 

裏
返
す 

奉 

金
光
教
○
○
教
会 

 

○
○
○
○ 

御
玉
串 

金
光
教
○
○
教
会 

 

○
○
○
○ 

御
祝 

 

○
市
○
○
丁
○
番
ー
○ 

 

○
○
○
○ 

○
市
○
○
丁
○
番
ー
○ 

 

○
○
○
○ 

御
祝 

応用として、いろいろなお包み（金封）として使える 

場面に応じて、表書きをし、麻や水引をかける（一般のマナーにそって結び方に注意する） 

水引について：２色の水引には強弱があり、強い色の方が右にくる 

       例）銀＜金 白＜紅 白＜黒 白＜黄 金＜紅* 
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付
録 

一 

祭
服
の
着
付
け  

着
付
け
は
一
番
下
か
ら
正
し
く
着
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
じ
ゅ
ば
ん
、
白
衣
と
正
し
い
順
で
着
付
け
祭
典
の
間
、

動
作
を
し
て
も
着
く
ず
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
。 

１ 
心
得 

髪
を
と
き
、
ひ
げ
を
剃
り
、
手
を
洗
う
な
ど
、
身
体
を
整
え
る
。 

白
衣
、
足
袋

た

び

、
じ
ゅ
ば
ん
等
、
汚
れ
て
い
る
よ
う
で
は
い
け
な
い
。
洗
濯
し
た
新
し
い
も
の
を
着
用
す
る
。 

上
衣
、
祭
帽
の
形
は
崩
れ
て
い
た
り
、
ほ
こ
ろ
び
て
い
る
よ
う
で
は
い
け
な
い
。
形
を
整
え
て
お
く
。 

参
拝
者
か
ら
見
え
る
所
で
更
衣
を
す
る
の
は
、
無
作
法
で
あ
る
。 

祭
服
を
着
て
か
ら
、
飲
食
、
喫
煙
は
慎
む
。
便
所
へ
行
く
の
も
慎
む
べ
き
で
あ
る
。（
先
に
済
ま
せ
て
お
く
） 

更
衣
係
は
口
紅
等
で
、
祭
服
を
汚
さ
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
。 

２ 

更
衣
の
順 

先
ず
、
足
袋
を
着
け
る
。（
更
衣
係
は
、
予
め
足
袋
を
半
分
裏
返
し
て
お
く
） 

次
に
、
じ
ゅ
ば
ん
、
白
衣
を
着
け
、
白
帯
を
す
る
。 

次
に
、〈
単
を
着
け
、〉
袴
、
上
衣
を
着
け
る
。 

次
に
、〈
祭
帽
を
か
ぶ
り
、〉
笏
・
桧
扇
、
拝
詞
集
を
持
つ
。 

そ
の
着
付
け
方
を
次
に
示
す
。
た
だ
し
、
白
衣
以
前
は
省
略
す
る
。 

３ 

単
ひ
と
え

の
着
付
け
方
〈
男
子
の
み
〉 

先
ず
、
白
衣
の
背
筋
に
単
の
背
筋
を
合
わ
せ
る
。 

次
に
、
白
衣
の
襟
と
単
の
襟
と
を
そ
ろ
え
る
。（
白
衣
の
襟
よ
り
単
の
襟
を
少
し
低
く
す
る
） 

次
に
、
下
前
と
上
前
を
正
し
く
か
さ
ね
、
前
と
後
ろ
に
肩
幅
で
ひ
だ
を
と
り
、
紐
で
止
め
る
。（
ひ
だ
を
と
る
理
由
は
、
単
に

は
体
形
に
応
じ
た
サ
イ
ズ
が
な
い
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
） 

 

袴
を
着
用
す
る
ま
で
は
、
袖
に
手
を
通
さ
な
い
方
が
着
付
け
や
す
い
。 
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４ 

袴
の
着
付
け
方 

（
１
）
男
子 

 

先
ず
、
前
紐
を
と
り
、
白
帯
の
高
さ
に
合
わ
せ
る
（
こ
の
時
、
裾
が
足
の
く
る
ぶ
し
の
あ
た
り
に
な
る
よ
う
に
す
る
）。 

 

紐
は
、
出
来
る
限
り
し
わ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
後
ろ
で
交
差
し
、
そ
の
紐
を
縦
に
細
く
半
分
に
折
っ
て
前

へ
回
す
。 

 

前
で
紐
を
交
差
さ
せ
、
後
ろ
で
結
ぶ
。（
前
で
交
差
さ
せ
る
時
、
紐
が
し
わ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
に

は
、
交
差
し
た
下
の
紐
を
、
上
の
紐
と
重
な
っ
た
と
こ
ろ
で
折
り
返
す
よ
う
に
し
て
後
ろ
に
回
す
と
よ
い
。

【
下
図
】）
ま
た
、
こ
の
時
の
紐
は
白
帯
の
幅
を
目
安
に
回
し
て
縛
る
。
尻
に
紐
を
掛
け
た
り
し
な
い
。
尻

に
紐
を
掛
け
る
と
、
尻
か
ら
紐
が
外
れ
、
祭
典
中
に
袴
が
緩
み
、
無
作
法
に
な
る
。
祭
服
を
着
て
か
ら
は
、

袴
の
紐
は
締
め
直
せ
な
い
。 

 

次
に
、
後
ろ
の
紐
を
白
帯
の
高
さ
に
合
わ
せ
る
（
こ
の
時
、
裾
の
後
ろ
が
上
が
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。
裾

は
前
後
水
平
に
す
る
。） 

 

へ
ら
が
有
る
場
合
は
帯
に
差
し
込
む
。 

 

紐
が
し
わ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
そ
の
紐
を
縦
に
細
く
半
分
に
折
っ
て
前
へ
回
す
。 

 

前
で
紐
を
交
差
さ
せ
、
上
の
紐
を
、
先
に
縛
っ
た
前
紐
の
下
を
通
し
て
、
後
ろ
紐
を
縛
る
。
紐
の
端
を
袴

の
中
に
差
し
込
み
、
始
末
す
る
。 

 

更
衣
係
が
祭
員
の
着
付
け
を
す
る
場
合
は
、
最
後
の
紐
を
結
ぶ
時
、
後
ろ
紐
を
、
前
紐
に
二
度
回
し
、
一

度
目
に
回
し
て
出
来
た
輪
と
、
一
方
の
端
を
引
き
、
締
め
る
。
そ
れ
か
ら
、
残
り
の
紐
を
引
く
よ
う
に
す
る

と
、
緩
み
に
く
い
【
下
図
】。（
こ
こ
で
単
の
袖
を
通
す
） 

（
２
）
女
子 

 

お
お
む
ね
男
子
と
同
じ
。（
紐
を
当
て
る
高
さ
は
裾
を
基
準
に
決
め
る
） 

 

白
衣
、
袴
で
御
用
す
る
場
合
は
、
後
ろ
紐
を
前
で
結
ぶ
こ
と
も
あ
る
が
、
祭
服
を
着
る
場
合
は
、
祭
服
の
あ
て
帯
を
結
ぶ
所
と

同
じ
に
な
ら
な
い
よ
う
、
後
ろ
で
結
ん
だ
り
、
前
右
横
に
ず
ら
し
て
結
ぶ
と
よ
い
。 

〈前紐の交差〉 〈後紐を結ぶ時〉 
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５ 

上
衣
の
着
付
け
方 

（
１
）
男
子 先

ず
、
単
の
背
筋
と
上
衣
の
背
筋
と
を
合
わ
せ
、
は
お
る
。 

次
に
、
襟
を
合
わ
せ
止
め
る
。（
上
衣
に
よ
っ
て
、
止
め
〈
と
ん
ぼ
か
マ
ジ
ッ
ク
テ
ー
プ
〉
が
一
つ
の
物
と
二
つ
の
物
が
あ
る
） 

次
に
、
下
前
に
付
い
て
い
る
紐
と
、
左
脇
の
内
側
に
付
い
て
い
る
紐
を
結
ぶ
。
こ
の
時
、
紐
を
余
す
こ
と
な
く
、
付
け
根
で
結 

ぶ
よ
う
に
し
な
い
と
、
着
付
け
た
後
、
上
前
と
下
前
の
裾
が
揃
わ
な
い
。 

 

次
に
、
上
前
に
付
い
て
い
る
紐
と
、
右
脇
の
外
側
に
付
い
て
い
る
紐
を
結
ぶ
。
先
の
紐
と
同
じ
く
、
付
け
根
で
結
ぶ
。 

 
次
に
、
下
前
と
上
前
の
く
り
あ
げ
（
着
付
け
た
時
、
前
に
垂
れ
た
部
分
）
を
重
ね
る
。
そ
の
と
き
、
布
地
の
縫
目
の
線
が
垂
直

に
な
る
よ
う
に
合
わ
せ
る
。
従
っ
て
、
以
前
の
半
尻

は
ん
じ
り

の
よ
う
に
、
二
枚
の
端
を
丁
度
に
合
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、
上
の
く
り
あ
げ

か
ら
下
の
く
り
あ
げ
は
、
の
ぞ
く
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
上
下
の
く
り
あ
げ
の
折
り
し
わ
を
合
わ
せ
る
と
よ
い
。 

次
に
、
く
り
あ
げ
を
上
へ
持
ち
上
げ
、
そ
の
間
に
、
あ
て
帯
で
結
ぶ
。 

 

あ
て
帯
の
表
裏
と
上
下
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
表
裏
の
見
分
け
方
は
、
縫
し
ろ
が
あ
る
方
が
裏
、
つ
ま
り
体
に
接

す
る
方
で
あ
る
。
ま
た
、
縫
目
の
見
え
な
い
方
が
表
と
考
え
て
も
よ
い
。
上
下
に
つ
い
て
は
、
二
枚
の
布
地
を
合
わ
せ
、
上
下
に

縫
目
の
あ
る
場
合
は
上
下
の
区
別
は
な
い
が
、
一
枚
の
布
地
を
袋
に
し
て
い
る
場
合
が
、
袋
側
が
下
、
つ
ま
り
、
縫
目
の
あ
る
方

が
上
に
な
る
。 

 

最
後
に
、
単
の
袖
山

そ
で
や
ま

、
袖
底

そ
で
ぞ
こ

と
上
衣
の
袖
山
、
袖
底
を
合
わ
せ
そ
ろ
え
る
。（
マ
ジ
ッ
ク
テ
ー
プ
が
あ
る
場
合
は
止
め
る
） 

 

上
衣
の
襟
よ
り
上
に
、
単
の
襟
が
の
ぞ
い
て
い
る
よ
う
に
す
る
。 

 

上
衣
の
ゆ
と
り
の
部
分
は
、
左
右
の
脇
に
集
め
、
ひ
だ
を
と
ら
な
い
。 

（
２
）
女
子 

 

先
ず
、
白
衣
の
背
筋
と
上
衣
の
背
筋
を
合
わ
せ
、
は
お
る
。 

 

次
に
、
白
衣
の
襟
と
上
衣
の
襟
を
そ
ろ
え
る
。（
白
衣
の
襟
よ
り
上
衣
の
襟
を
ひ
く
よ
う
に
す
る
） 

 

次
に
、
上
前
、
下
前
を
正
し
く
そ
ろ
え
、
あ
て
帯
を
前
で
結
ぶ
。（
本
結
び
し
て
、
端
を
帯
に
挟
む
よ
う
に
し
て
始
末
を
す
る
） 

 

後
ろ
、
前
と
も
ひ
だ
を
と
ら
ず
、
布
を
張
っ
て
し
わ
を
の
ば
す
よ
う
に
す
る
。 
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二 

上
衣
の
た
た
み
方 

 

着
用
し
た
上
衣
に
し
み
（
汗
）
が
残
ら
な
い
よ
う
に
、
あ
と
始
末
を
し
て
お
く
。 

 

足
袋
、
じ
ゅ
ば
ん
、
白
衣
等
は
洗
濯
し
、
次
回
に
備
え
る
。 

 

原
則
は
、
折
り
じ
わ
を
増
や
さ
な
い
よ
う
に
た
た
む
こ
と
。 

 

手
の
ひ
ら
で
あ
ま
り
撫
で
な
い
よ
う
に
心
掛
け
る
。（
で
き
る
だ
け
手
の
甲
を
用
い
る
） 

１ 
袴
の
た
た
み
方 

 

先
ず
、
袴
の
前
と
後
ろ
の
紐
の
部
分
を
両
手
で
そ
れ
ぞ
れ
持
ち
上
げ
、
股
の
部
分
の
四
角
い
部
分
が
、
半
分
の
半
分
で
、
三
角

に
な
る
よ
う
整
え
る
。（
揺
す
っ
て
い
る
と
自
然
に
整
う
）（
女
子
の
袴
に
は
な
い
） 

 
次
に
、
袴
の
後
ろ
を
上
（
表
）
に
し
、
紐
を
自
分
の
左
側
、
裾
を
右
側
に
し
て
置
く
。（
紐
の
短
い
方
が
後
ろ
） 

 

次
に
、
ひ
だ
を
正
し
く
整
え
る
。 

 

次
に
、
裏
返
し
て
前
を
上
に
向
け
る
。
そ
の
方
法
は
、
左
手
の
甲
を
袴
に
付
け
、
袴
の
帯
び
と
平
行
に
な
る
よ
う
に
、
自
分
の

前
に
差
し
出
す
。
そ
し
て
、
右
手
で
、
袴
の
前
後
の
紐
を
同
時
に
持
ち
、
左
手
の
上
す
れ
す
れ
を
通
過
す
る
よ
う
に
、
右
へ
横
に

引
っ
張
る
。
左
手
で
裾
を
払
う
と
裏
返
る
。 

 

次
に
、
表
の
ひ
だ
を
正
し
く
整
え
る
。 

 

次
に
、
折
り
目
に
合
わ
せ
、
裾
の
方
を
上
に
折
る
。（
三
分
の
一
の
所
） 

 

次
に
、
紐
側
の
上
の
一
枚
（
前
の
部
分
）
を
折
り
目
に
合
わ
せ
て
上
に
折
る
。（
三
分
の
一
の
所
） 

 

次
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
紐
を
付
け
根
と
、
先
の
折
り
目
の
位
置
と
で
対
角
に
三
つ
折
り
に
し
、
左
右
の
紐
は
交
差
す
る
。 

 

次
に
、
残
り
の
後
ろ
の
部
分
を
折
り
目
に
合
わ
せ
て
上
に
折
り
、
さ
ら
に
、
紐
の
幅
だ
け
折
り
返
す
。
そ
の
二
本
の
紐
を
腰
の

芯
の
幅
で
折
り
返
す
（
芯
に
添
っ
て
） 

 

最
後
に
、
そ
れ
を
元
に
戻
す
。 

 

た
た
ん
だ
袴
を
持
つ
時
は
、
紐
の
芯
の
部
分
を
両
手
で
挟
み
持
つ
よ
う
に
す
る
。
他
の
部
分
な
ど
を
持
つ
と
、
折
り
が
崩
れ
る
。 

２ 

単
の
た
た
み
方 

 

単
は
袖
か
ら
た
た
む
と
覚
え
て
お
く
。
じ
ゅ
ば
ん
や
洋
服
の
よ
う
に
身
ご
ろ
か
ら
た
た
む
と
折
り
じ
わ
を
増
や
す
こ
と
に
な
る
。 
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先
ず
、
前
を
上
（
表
）
に
し
て
置
く
。 

 

次
に
、
片
方
の
袖
を
、
縫
目
が
折
れ
目
に
な
る
よ
う
に
、
二
つ
に
折
り
、
袖
の
前
と
後
ろ
の
部
分
を
整
え
る
。 

 

次
に
、
も
う
一
方
の
袖
を
同
じ
よ
う
に
整
え
る
。 

 

次
に
、
後
ろ
身
頃
に
、
下
前
を
合
わ
せ
、
同
じ
様
に
上
前
を
合
わ
せ
る
。 

 

次
に
、
両
方
の
袖
を
脇
の
所
で
折
り
、
下
前
、
上
前
に
合
わ
せ
る
。（
こ
の
時
肩
の
折
れ
線
は
そ
ろ
う
）。 

 

次
に
、
裾
の
方
を
上
に
し
て
、
半
分
に
お
る
。 

 

最
後
に
、
紐
の
し
わ
を
伸
ば
し
て
、
適
当
な
幅
で
折
り
返
し
て
始
末
を
す
る
。 

 
紐
が
、
単
と
離
れ
て
い
る
時
は
、
別
々
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
単
の
中
に
挟
ん
で
お
く
と
よ
い
。 

３ 

上
衣
の
た
た
み
方 

（
１
）
男
子 

 

先
ず
、
前
を
上
（
表
）
に
し
、
衿
元
を
自
分
の
左
側
に
置
き
、
襟
を
合
わ
せ
止
め
る
。
背
の
ひ
だ
を
整
え
る
。 

 

次
に
、
下
前
を
整
え
る
。
裾
を
合
わ
せ
、
脇
の
ひ
だ
の
部
分
を
合
わ
せ
、
肩
を
折
り
目
に
合
わ
せ
て
正
し
く
折
る
。
最
後
に
く

り
あ
げ
を
折
り
目
に
合
わ
せ
て
裾
の
方
に
折
る
。 

 

次
に
、
同
じ
様
に
、
上
前
を
整
え
る
。
左
右
の
紐
が
外
に
出
な
い
よ
う
に
内
に
挟
む
。（
着
る
時
の
よ
う
に
、
下
前
と
上
前
の

く
り
あ
げ
を
同
時
に
た
た
む
必
要
は
な
い
） 

 

次
に
、
両
方
の
袖
を
脇
で
折
り
、
下
前
、
上
前
に
そ
ろ
え
る
。 

 

次
に
、
折
り
目
に
従
っ
て
三
つ
に
折
る
。 

 

最
後
に
、
あ
て
帯
を
芯
に
添
っ
て
折
り
返
し
、
た
た
ん
だ
上
衣
の
中
に
挟
む
。 

（
２
）
女
子 

 

お
お
む
ね
、
男
子
と
同
じ
。
く
り
あ
げ
の
始
末
が
な
い
だ
け
で
あ
る
。 

 

最
後
に
、
あ
て
帯
を
芯
に
添
っ
て
折
り
返
し
、
た
た
ん
だ
上
衣
の
中
に
挟
む
。 
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唱
詞
―
―
終
祭
、
火
葬
の
儀
の
際
、
次
の
唱
詞
を
用
い
る
こ
と
も
で
き
る
。 

 

（
１
）
霊
神
唱
詞
（
終
祭
及
び
改
式
祭
等
の
霊
璽
奉
遷
時
に
唱
え
る
） 

あ
は
れ
○
○
の
霊
神
（
た
ち
）。 

今
よ
り
は
生
神
金
光
大
神
御
取
次
の
ま
に
ま
に
。 

天
地
金
乃
神
の
み
徳
こ
う
む
り
。 

い
よ
よ
霊
の
道
立
て
み
受
け
給
え
。 

 

（
２
）
火
葬
の
儀
唱
詞 

あ
は
れ
○
○
の
大
人
（
敬
称
）
は
や
。 

な
ご
り
は
永
久
に
尽
き
ね
ど
も
。 

今
し
神
み
は
か
り
に
ゆ
だ
ぬ
れ
ば
。 

み
心
や
す
ら
に
神
の
御
許
に
立
ち
帰
り
ま
せ
。 
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祭
詞
の
浄
書 

 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

←
一
折
目
は
書
か
な
い 

 

掛
け
ま
く
も
畏
き
生
神
金
光
大
神
天
地
金
乃
神
の
御
前
に 

祭
主
金
光
教
○
○
教
会
長
○ 

○ 

○ 

○

畏
み
畏
み
も
白
さ
く 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 
 

 

○
○
○
祭
祭
詞 

畏
か
れ
ど
わ
が
大
親
神
の
御
神
徳
は
し
天
地
に
満
ち
渡
ら 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
○
年
○
月
○
日 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

・
・
・
・
・
・
・畏
み
畏
み
も
白
す 

平
成
○
年
○
月
○
日 

   

３
㎝
ほ
ど
空
け
る 

 
 
 
 

２
㎝
ほ
ど
空
け
る 

 

 
 

①
奉
書
の
表
面
の
滑
ら
か
な
方
を
内
に
し
て
七
折
半
に
折
る
。 

 
 
 

一
枚
で
収
ま
ら
な
い
場
合
は
、
複
数
枚
奉
書
を
張
り
合
わ
せ
、 

 
 
 

笏
の
幅
を
目
安
に
折
る
。 

 
 

②
一
折
目
に
は
書
か
な
い
。 

 
 

③
一
折
に
三
行
の
目
安
で
丁
寧
に
書
く
。（
楷
書
が
望
ま
し
い
） 

 
 

④
上
に
約
三
セ
ン
チ
、
下
に
約
二
セ
ン
の
余
白
を
と
る
。 

 
 

⑤
最
後
の
行
に
日
付
を
書
く
。 

 
 

⑥
表
に
は
、
祭
詞
の
名
称
と
日
付
を
書
く
。 

 
 

 

整
理
の
為
、
恒
例
儀
式
以
外
の
場
合
は
、
祭
典
名
も
詳
し
く

書
い
て
お
く 

浄
書
の
仕
方 
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（葬儀）２／２ 

 

16.墓前祭執行の 有 無         墓地の所在地 

 

17.葬儀社の名称と連絡先 

 （ふりがな） 

18.葬儀委員長 

          1）氏名                 関係        

19.弔辞（  ）名 2）氏名                 関係        

20.弔電（    ）本 披露の 有 無 

21.日程 終祭              年  月  日  午前／午後  時 

     告別式             年  月  日  午前／午後  時 

     出棺              年  月  日  午前／午後  時 

     旬日祭 １０日祭        年  月  日  午前／午後  時 

         ２０日祭        年  月  日  午前／午後  時 

         ３０日祭        年  月  日  午前／午後  時 

         ４０日祭        年  月  日  午前／午後  時 

         合祀祭（５０日祭）   年  月  日  午前／午後  時 

     １年祭             年  月  日  午前／午後  時 

    （         ）      年  月  日  午前／午後  時 

22.故人の略歴（学歴、職歴、信仰経歴、褒賞等、祭詞の盛り込むこと）  

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

 



 -161- 

（葬儀）１／２ 

申請儀式調査票 葬儀式・霊祭  年  月  日調査 

1.儀式の種類 

（ふりがな） 

2.戸籍名 

（ふりがな） 

3.霊神名 

4.生年月日     年   月   日 5.帰幽年月日    年   月   日 

（ふりがな） 都道     郡 

6.出生地    府県     市区     町村 

（ふりがな） 都道     郡 

7.帰幽地    府県     市区     町村 

（ふりがな） 

8.死因（病名） 

（ふりがな） 

9.配偶者（又はその霊神名） 

 

10.結婚の年月日   年   月   日 

（ふりがな） 

11.両親の氏名、続柄 父           母         の（  ）男女 

（ふりがな） 

12.配偶者の両親の氏名、続柄 父          母       の（  ）男女 

（ふりがな） 

13.喪主、喪婦の氏名 

 （ふりがな）（喪主と異なる場合） 

14.申請者の氏名と霊神との続柄 

  連絡先 

15.家族の状況（家族構成、氏名、年齢、近況等特記しておくこと） 
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（結婚）２／２ 

（ふりがな） 

8.媒酌人氏名 媒夫                 媒婦 

 

9.媒酌人の住所                   新夫婦との関係 

10.結婚式場 

11.指輪 交換 贈呈 無 

12.式中の親族紹介 有 無 

13.参列者の氏名、続柄 

新郎側 氏名        （ 続柄 ） 

 [01]           （    ） 

 [02]           （    ） 

 [03]           （    ） 

 [04]           （    ） 

 [05]           （    ） 

 [06]           （    ） 

 [07]           （    ） 

 [08]           （    ） 

 [09]           （    ） 

 [10]           （    ） 

 [11]           （    ） 

 [12]           （    ） 

 [13]           （    ） 

 [14]           （    ） 

 [15]           （    ） 

 [16]           （    ） 

 [17]           （    ） 

 [18]           （    ） 

 [19]           （    ） 

 [20]           （    ） 

 [21]           （    ） 

 [22]           （    ） 

新婦側 氏名        （ 続柄 ） 

 [01]           （    ） 

 [02]           （    ） 

 [03]           （    ） 

 [04]           （    ） 

 [05]           （    ） 

 [06]           （    ） 

 [07]           （    ） 

 [08]           （    ） 

 [09]           （    ） 

 [10]           （    ） 

 [11]           （    ） 

 [12]           （    ） 

 [13]           （    ） 

 [14]           （    ） 

 [15]           （    ） 

 [16]           （    ） 

 [17]           （    ） 

 [18]           （    ） 

 [19]           （    ） 

 [20]           （    ） 

 [21]           （    ） 

 [22]           （    ） 
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（結婚）１／２ 

申請儀式調査票 結婚式     年  月  日調査 

新郎（ふりがな） 

1.氏名 

 

2. 生年月日     年   月   日 

（ふりがな） 都道     郡 

3.出生地    府県     市区     町村 

（ふりがな） 都道     郡 

4.現住所    府県     市区     町村 

（ふりがな） 

5.勤務先（役職） 

（ふりがな） 

6.両親の氏名、続柄 父             母         の（  ）男 

7.新郎の現状（学歴、信仰経歴） 

                                        

                                        

                                        

 

新婦（ふりがな） 

1.氏名 

 

2. 生年月日     年   月   日 

（ふりがな） 都道     郡 

3.出生地    府県     市区     町村 

（ふりがな） 都道     郡 

4.現住所    府県     市区     町村 

（ふりがな） 

5.勤務先（役職） 

（ふりがな） 

6.両親の氏名、続柄 父             母         の（  ）女 

7.新婦の現状（学歴、信仰経歴） 
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（建築） 

申請儀式調査票 建築関係    年  月  日調査 

 

1.儀式の種類（地鎮祭、起工式、上棟祭、竣工式等） 

（ふりがな） 

2.施主、連絡先 

（ふりがな） 

3.施工者、連絡先 

4.建築物  使用目的：  

建築構造：               建坪： 

（ふりがな） 都道     郡 

5.建築地    府県     市区     町村 

6.工事日程  地鎮祭        年   月   日 

棟上予定       年   月   日 

竣工予定       年   月   日 

入居・開業予定    年   月   日 

7.施主及び家族の現状（家族構成、氏名、年齢、近況等特記しておくこと） 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

8.準備物の分担 

  神饌         ：  教会 ／  施主 ／ 施工者 

  玉串用榊（  ）本  ：  教会 ／  施主 ／ 施工者 

  盛り土（砂）     ：  教会 ／  施主 ／ 施工者 

  祭壇         ：  教会 ／  施主 ／ 施工者 

  鍬又はスコップ    ：  教会 ／  施主 ／ 施工者 

  笹と荒縄       ：  教会 ／  施主 ／ 施工者 

9.祝賀会の 有 無 
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（諸祭） 

申請儀式調査票 諸祭           年  月  日調査 

 

1.儀式の種類（成年式、七五三、誕生祭、安産祈願祭、交通安全祈願等） 

（ふりがな） 

2.申請者（願い主） 

（ふりがな） 

3.連絡先 

4.儀式の願い、目的 

                                         

                                         

 

5.執行場所 

6.執行日時    年   月   日  午前／午後   時   分 

7. 願い主及び家族の現状（家族構成、氏名、年齢、近況等特記しておくこと） 
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平
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岡
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