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人
間
一
生
の
間
に
行
わ
れ
る
様
々
の
儀
式
は
、
生
れ
た
時
の
誕
生
祝
か
ら
始
ま

り
、
古
い
と
こ
ろ
で
は
三
才
の
髪
置
、
五
才
の
着
癖
、
七
才
の
帯
解
、
女
子
の

も
　
ぎ

裳
着
、
髪
そ
ぎ
の
式
、
そ
し
て
男
子
の
元
服
の
式
が
あ
り
、
次
に
婚
礼
と
な
る
。

　
こ
の
結
婚
の
式
こ
そ
は
人
生
最
大
な
盛
儀
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
当
の
家
族
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
両
家
の
縁
組
に
よ
り
そ
の
家
の
繁
栄
に

も
緊
が
り
、
子
々
孫
々
家
系
の
絶
ゆ
る
な
き
こ
と
、
な
る
か
ら
で
あ
る
。
故
に
こ

の
意
味
に
撃
て
、
昔
か
ら
分
不
相
応
の
支
度
な
り
祝
宴
を
張
っ
て
も
惜
し
ま
な
い

心
境
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
家
中
心
か
ら
き
た
思
想
で
あ
る
が
、
現
在
で
も
そ

の
思
想
は
完
全
に
解
放
さ
れ
た
と
も
云
い
難
い
。
そ
れ
と
は
別
の
見
地
か
ら
現

今
、
年
々
式
や
花
嫁
衣
裳
、
披
露
宴
も
派
出
に
な
り
、
披
露
宴
な
ど
は
、
あ
た
か
も

シ
ョ
ー
的
要
素
ま
で
加
わ
り
、
か
つ
て
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
花
婿
ま
で
が
「
色

直
し
」
を
す
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
は
婚
礼
の
一
時
的
風
俗
な
の
か
と
考
え
た
い
。

　
　
　
　
　
　
女
性
の
婚
礼
服
の
変
遷

　
そ
こ
で
私
は
わ
が
国
の
古
来
か
ら
の
結
婚
式
の
様
式
や
、
特
に
豪
華
さ
を
競
う

婚
礼
服
が
、
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
経
て
今
日
の
姿
に
な
っ
た
か
を
調
べ
、
ま
た
こ

れ
か
ら
の
式
の
あ
り
方
や
、
衣
裳
に
つ
い
て
も
考
え
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
の
で
あ

る
。　

今
回
は
上
代
か
ら
室
町
桃
山
時
代
ま
で
の
変
遷
に
つ
い
て
研
究
を
試
み
た
。

本

論

　
結
婚
と
い
う
言
葉
に
は
「
婚
礼
」
「
婚
姻
」
「
嫁
婆
」
「
結
婚
」
な
ど
が
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
と

「
嫁
」
の
文
字
は
、
婚
は
男
が
妻
を
姿
る
。
嫁
は
夫
の
家
に
行
っ
て
落
ち
つ
く
も

の
、
の
意
味
。
ま
た
古
代
は
、
「
婿
取
」
「
嫁
入
」
と
い
っ
た
が
、
古
代
の
結
婚
は

婿
が
嫁
の
家
に
行
っ
た
こ
と
か
ら
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
が
室
町
以
後
に
な
る
と

嫁
が
婿
の
家
に
行
く
習
慣
と
変
り
、
今
日
に
及
ん
で
い
る
。
従
っ
て
「
嫁
入
」

「
嫁
取
」
「
嫁
迎
」
「
祝
言
」
と
な
り
、
現
代
で
は
「
華
燭
」
と
男
女
を
同
じ
位
置

に
置
い
た
呼
称
と
な
り
、
「
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
」
と
い
う
英
語
も
用
い
る
。
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変
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代

　
こ
の
時
代
は
今
い
う
と
こ
ろ
の
仲
介
者
は
な
い
。
適
令
期
に
な
っ
た
男
性
は
、

自
分
の
理
想
と
す
る
女
性
が
見
当
ら
な
い
場
合
嫁
探
し
の
旅
に
出
た
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
に
ぎ
の
　
　

す
さ
の
を
の
み
こ
と

る
。
こ
れ
を
「
妻
ま
ぎ
の
旅
」
と
い
っ
た
。
神
話
に
瑳
々
杵
尊
、
素
箋
鳴
尊
、
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

烈
天
皇
と
数
多
く
の
「
妻
ま
ぎ
の
旅
」
の
神
話
が
あ
る
。
よ
き
女
性
に
巡
り
会
っ

た
時
、
た
だ
ち
に
両
親
の
許
可
を
得
、
婚
礼
の
式
を
営
む
。
準
備
と
て
な
い
。
た

だ
酒
の
用
意
だ
け
に
過
ぎ
ぬ
。
娘
は
夫
に
な
る
人
に
盃
を
．
捧
げ
、
男
は
歌
を
謡

う
。
こ
れ
が
三
三
九
度
の
弓
矢
と
か
。
夫
に
な
る
人
に
盃
を
捧
げ
る
。
こ
の
事
が

儀
式
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
式
が
終
っ
て
も
婿
は
嫁
の
家
に
あ
っ
て
、
そ
の
間
新
居
を
構
え
て
移
り
住
む
の

が
、
当
代
の
裕
福
の
階
級
の
風
習
で
あ
っ
た
。
こ
の
新
居
を
「
妻
こ
め
」
と
い
っ

た
。
奇
し
く
も
凡
そ
一
六
〇
〇
年
後
の
現
代
の
核
家
族
と
同
じ
形
体
を
と
っ
た
こ

と
は
面
白
い
。

　
婚
礼
の
服
装
は
定
ま
っ
た
も
の
は
な
い
。
こ
れ
も
身
分
の
高
下
、
貧
富
に
よ
っ

て
差
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
て
、
多
く
は
白
い
布
（
麻
）
を
用

い
た
。
古
代
は
染
料
も
乏
し
く
技
術
も
未
熟
で
あ
っ
た
事
も
あ
っ
て
、
白
を
好
ん

で
愛
用
し
た
ら
し
い
。

　
衣
服
の
形
は
身
分
の
上
下
は
な
く
、
一
様
に
同
じ
形
で
、
埴
輪
に
も
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
男
子
は
筒
袖
の
上
衣
に
下
に
袴
（
ズ
ボ
ン
の
形
）
の
ツ
ー
ピ
ー
ス
。
女

子
も
上
衣
は
男
子
同
様
の
筒
袖
で
、
上
衣
を
中
央
で
左
前
に
合
せ
の
裳
を
腰
に
巻

き
つ
け
、
　
裳
の
上
部
に
細
い
帯
を
〆
あ
、
　
肩
か
ら
比
礼
と
い
う
長
い
布
を
か
け

上衣

る
。
当
時
は
草
木
染
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
、
好
み
に
よ
っ
て
自
ら
赤
や
緑
で
簡
単

な
模
様
を
作
っ
た
者
も
い
た
ら
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
か
げ
の
か
ず
ら

　
女
は
下
げ
髪
、
顔
に
日
陰
蔓
（
植
物
の
名
、
深
山
に
生
じ
緑
色
の
蔓
の
よ
う
な

五
尺
（
一
八
九
㎝
）
～
六
尺
（
二
二
七
㎝
）
の
長
い
草
）
を
巻
き
、
頭
に
花
を
さ

し
、
玉
を
飾
り
手
足
な
ど
に
も
玉
を
括
っ
た
。
男
は
聖
子
（
短
刀
）
を
腰
に
下
げ

る
者
も
い
た
。

飛
鳥
、
奈
良
時
代

　
神
功
皇
后
征
韓
以
後
、
彼
我
の
交
通
は
盛
ん
に
な
り
、
韓
の
国
の
文
化
は
逐
次

移
入
さ
れ
、
応
神
天
皇
十
六
年
（
二
八
五
年
）
に
「
論
語
」
、
「
千
文
字
」
が
朝

廷
に
献
上
さ
れ
、
そ
れ
よ
り
漢
文
、
需
教
の
知
識
が
温
ま
り
、
建
築
、
絵
画
、
彫
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刻
、
音
楽
等
々
凡
ゆ
る
文
化
は
著
し
く
向
上
し
た
。

　
推
古
十
一
年
（
六
〇
三
年
）
に
階
と
の
国
交
が
開
け
、
階
制
に
よ
る
服
制
を
設

け
、
文
武
天
皇
大
宝
元
年
（
七
〇
一
年
）
諸
般
の
法
律
が
新
た
に
発
令
、
奈
良
朝

に
入
り
元
明
天
皇
養
老
三
年
（
七
一
九
年
）
に
改
制
さ
れ
た
の
が
、
か
の
「
養
老

律
令
」
で
あ
る
。
位
階
と
共
に
服
制
の
改
定
も
さ
れ
た
。

　
こ
の
律
令
の
中
の
戸
令
（
民
法
）
に
は
結
婚
年
令
ま
で
に
及
び
、
男
子
十
五

才
、
女
子
十
三
才
と
あ
り
、
そ
の
早
婚
に
は
驚
か
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
中
国
の
法

律
を
そ
の
ま
、
受
け
つ
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
戸
令
に
よ
る
と
結
婚
は
必
ず
両
家
と
も
祖
父
母
、
父
母
、
伯
叔
父
母
、

兄
弟
に
相
談
許
可
を
条
件
と
し
て
い
る
。
な
お
驚
く
べ
き
は
婚
姻
の
当
日
妻
の
持

参
せ
し
財
産
及
び
夫
妻
共
同
労
働
に
よ
っ
て
得
た
財
産
も
総
て
夫
の
所
有
と
な
る

の
で
あ
る
。
更
に
ま
た
江
戸
末
期
ま
で
残
さ
れ
て
い
た
蛮
風
の
「
妻
七
去
」
も
こ

の
戸
令
に
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
当
代
に
入
っ
て
媒
介
人
と
い
う
も
の
が

定
め
ら
れ
、
従
っ
て
現
在
行
わ
れ
て
い
る
結
納
も
、
こ
の
期
に
起
き
た
も
の
で
、

思
え
ば
＝
二
〇
〇
年
前
の
形
式
が
今
日
ま
で
継
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
婚
礼
式
の
様
式
も
中
国
の
古
式
を
模
し
て
、
す
べ
て
に
複
雑
と
な
っ
て
き

た
。　

服
装
は
前
期
と
同
じ
く
婚
礼
服
と
し
て
の
定
め
は
な
か
っ
た
が
、
前
述
「
養
老

律
令
」
に
よ
っ
て
大
礼
服
、
朝
服
、
制
服
と
あ
り
、
一
般
庶
民
は
古
代
と
た
い
し

た
変
り
が
な
か
っ
た
が
、
富
裕
の
者
は
自
分
と
し
て
の
晴
着
を
用
い
た
ら
し
い
。

　
ま
ず
大
礼
服
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
六
位
以
上
の
婦
人
用
で
他
の
貴
族
の
婦
人
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
ぎ
ぬ

の
婚
礼
服
は
朝
服
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
　
大
礼
服
は
背
子
　
（
袖
の
な
い
丈
の
短
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
れ

く
、
襟
と
袖
口
に
別
の
裂
で
縁
を
と
り
、
前
に
左
右
紐
が
あ
っ
て
そ
れ
を
結
び
合

　
　
　
　
　
　
女
性
の
婚
礼
服
の
変
遷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
い
ふ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

せ
る
。
）
上
衣
は
大
袖
で
男
子
礼
服
と
形
は
ほ
ダ
同
じ
。
小
袖
（
筒
袖
）
、
裾
、

そ
え
お
び
　
　
ひ
ら
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
と
う
ず

紙
帯
、
摺
（
下
裕
の
こ
と
、
裕
の
下
に
つ
け
る
循
と
同
形
の
も
の
）
、
錦
の
機

　
　
　
　
　
　
　
　
は
な
だ
か
ぐ
つ
　
　
　
ひ
れ
　
ま
え
も

（
指
の
な
い
足
袋
）
、
罵
、
そ
れ
に
領
布
、
裡
（
前
垂
の
よ
う
な
形
を
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

る
）
で
あ
る
。
循
は
背
子
の
上
に
着
け
る
。
”
地
色
文
様
は
不
明
で
あ
る
が
錦
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
”
と
風
俗
史
学
の
泰
斗
江
馬
先
生
は
著
し
て
い
ら
れ
る
。

　
朝
服
は
背
子
と
大
袖
を
省
い
て
他
は
礼
服
と
同
じ
い
。
上
衣
の
丈
は
膝
辺
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
え
お
び

で
、
袖
口
は
八
寸
（
三
〇
・
三
㎝
）
位
、
祇
も
あ
り
裾
は
腰
に
巻
き
つ
け
枇
帯
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ろ

紐
は
中
央
正
面
で
一
巻
乃
至
三
巻
し
て
諸
わ
な
に
結
ぶ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　
ほ
う
　
　
ご
き
あ
さ
き
　
　
　
　
　
あ
お

　
裕
の
色
は
位
に
よ
っ
て
異
る
が
、
例
え
ば
一
位
ま
で
は
蘇
芳
、
深
浅
、
紫
、
緑

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
ゆ
は
た
（
染
の
｝
種
）
、
こ
れ
を
色
の
順
序
に
竪
縞
に
染
め
允
大
き
い
循
で

「
高
松
塚
壁
画
」
の
女
房
の
姿
の
如
き
で
あ
る
。

　
髪
は
当
代
に
な
る
と
結
髪
と
な
り
頭
上
に
唐
風
の
一
髪
、
二
念
に
結
び
、
顔
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
た
　
　
か
　
し

は
白
粉
と
紅
を
ほ
ど
こ
し
、
眉
間
と
口
の
側
に
花
子
を
つ
け
る
。
こ
れ
も
唐
の
化

粧
を
真
似
た
も
の
で
現
在
の
「
つ
け
ぼ
く
ろ
」
で
あ
る
。
面
白
い
こ
と
に
西
欧
で

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
こ
の
っ
け
ぼ
く
ろ
が
今
年
静
か
な
流
行
を
来
た
し
て
い
る
と
、
先
日
新
聞
に
出

て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
民
衆
の
婚
礼
服
は
上
衣
、
裕
、
帯
を
つ
け
、
領
布
を
肩
に
か
け
、
お
す
ひ
を
冠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

っ
た
と
あ
る
。
上
衣
の
桁
は
非
常
に
長
く
9
4
㎝
位
、
丈
は
膝
位
ま
で
で
あ
る
。
お

ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
か
づ
き

す
ひ
と
は
後
の
被
衣
の
如
く
頭
よ
り
被
り
て
衣
の
上
を
お
お
い
顔
を
か
く
す
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
い

で
、
古
代
は
男
女
共
に
用
い
た
が
、
当
代
は
女
性
の
礼
服
と
な
っ
た
。
丈
は
身
丈

一
ぱ
い
の
も
の
。
こ
の
衣
は
神
を
祭
る
時
の
み
着
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
想
う

に
神
前
結
婚
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
文
献
は
な
い
。
服
の
布
地
は
絹
を
用

い
た
。
裕
は
赤
で
長
く
引
い
た
こ
と
は
万
葉
集
の
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女
性
の
婚
礼
服
の
変
遷

　
　
「
ま
す
ら
を
は
御
母
に
立
た
し
少
女
ら
は

　
　
　
　
　
　
　
赤
裕
す
そ
ひ
く
清
き
浜
び
を
」

と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

藤
原
平
安
時
代

巻
六

　
平
安
朝
は
桓
武
天
皇
延
暦
十
三
年
（
七
九
四
年
）
に
京
都
に
都
が
遷
さ
れ
た
。

こ
の
時
代
に
な
る
と
中
国
に
内
乱
が
続
き
、
彼
の
国
と
の
国
交
は
朴
絶
え
国
風
が

盛
と
な
っ
た
。
国
内
文
化
は
著
し
く
発
展
し
、
平
安
初
期
藤
原
氏
全
盛
時
に
は
服

飾
も
多
種
多
様
と
な
り
、
上
流
の
生
活
は
優
雅
に
華
麗
に
、
特
に
結
婚
式
は
典
雅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
だ
た

そ
の
も
の
で
あ
り
、
式
の
様
式
も
作
法
も
複
雑
を
極
め
た
。
然
し
民
衆
と
は
隔
り

は
大
き
く
、
そ
の
生
活
程
度
も
教
養
も
低
く
生
活
は
簡
素
で
あ
っ
た
。
当
時
の
研

究
に
当
っ
て
民
衆
の
記
録
も
文
献
も
殆
ん
ど
な
く
、
お
の
ず
と
宮
廷
、
公
卿
が
研

究
の
中
心
と
な
る
の
は
遺
憾
な
が
ら
止
む
を
得
な
い
。

　
こ
の
時
代
に
は
、
門
閥
に
重
き
を
置
き
、
縁
組
も
家
系
、
家
格
、
祖
先
、
地

位
、
財
産
、
本
人
の
教
養
並
び
に
性
格
を
条
件
と
し
た
。
政
略
的
結
婚
も
数
多
く

あ
っ
た
。
年
令
は
奈
良
朝
と
同
じ
よ
う
に
十
【
才
～
十
六
才
と
早
婚
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
『
増
鏡
』
に
も
記
さ
れ
て
あ
る
。
許
嫁
制
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
想
う
に
幼
な
く
て
結
婚
す
る
当
時
者
故
、
親
が
早
く
か
ら
選
ん
だ
で
あ
ろ
う

た
め
の
制
度
で
は
な
か
ろ
う
か
。
又
挙
式
の
日
取
も
や
か
ま
し
く
吉
日
を
選
ん

だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
さ
て
吉
日
が
決
ま
る
と
智
か
ら
嫁
へ
吉
日
を
告
げ
、
そ
の
朝
「
消
息
使
」
と
い

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

っ
て
智
か
ら
艶
書
と
い
っ
て
歌
を
贈
れ
ば
嫁
か
ら
返
歌
が
あ
る
。
こ
れ
で
予
行
の

儀
が
終
る
の
で
あ
る
。
次
に
智
は
夜
衣
服
を
改
め
馬
又
は
牛
車
（
身
分
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た

異
る
）
で
松
明
を
と
も
し
た
行
列
で
嫁
方
に
行
き
、
嫁
方
で
は
松
明
の
火
を
受
取

っ
て
、
婚
礼
式
の
火
を
と
も
し
、
こ
れ
を
燈
篭
に
移
し
、
こ
の
火
は
三
日
消
す
こ

と
な
く
婚
礼
式
は
三
日
間
続
く
の
で
あ
る
。
四
日
目
に
入
っ
て
祝
言
の
式
と
な

る
。
花
嫁
は
四
日
目
に
婚
礼
服
か
ら
色
を
替
え
た
服
装
と
な
る
。
こ
れ
即
ち
「
色

直
し
」
の
は
じ
め
で
あ
る
。
以
上
を
公
家
結
婚
式
と
呼
ぶ
。

　
さ
て
花
嫁
の
衣
装
で
あ
る
が
、
皇
室
は
こ
の
期
に
成
立
さ
れ
た
十
二
単
で
あ

る
。
唐
衣
、
（
前
期
受
理
に
桁
の
短
い
袖
が
つ
き
、
襟
を
折
返
し
て
着
る
）
地
質

は
錦
で
萌
黄
色
が
あ
り
、
地
紋
は
亀
甲
に
白
浮
文
の
丸
文
様
で
裏
は
紅
綾
、
文
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
わ
ぎ
　
　
　
　
　
え
　
び

は
四
菱
重
文
で
あ
る
。
そ
の
下
に
着
る
表
着
は
、
葡
萄
色
（
う
す
紫
）
に
藤
の
角

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち
ぎ

の
地
紋
が
あ
っ
て
、
裏
は
平
絹
、
色
は
蘇
芳
の
無
地
。
そ
の
下
に
は
打
衣
。
打
衣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち
き

の
表
裏
は
無
地
の
紅
平
絹
。
そ
し
て
次
に
五
領
の
桂
を
重
ね
る
。

　
桂
の
形
は
表
着
と
同
じ
で
、
寸
法
も
等
し
い
。
桂
は
す
べ
て
雲
立
涌
文
様
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な
だ

綾
、
裏
は
無
紋
の
平
絹
で
あ
っ
て
、
色
は
練
、
警
標
、
薄
黄
、
紅
で
、
紅
雲
、
薄

紅
、
も
あ
る
。
そ
の
下
は
単
で
裏
が
な
く
、
萌
黄
色
綾
地
四
這
の
文
様
で
、
寸
法

は
桂
よ
り
も
大
き
く
作
ら
れ
る
。
単
の
下
に
は
小
袖
で
白
羽
二
重
の
衣
服
を
二
乃

至
三
枚
重
ね
て
肌
に
つ
け
て
い
る
。
単
の
下
側
に
緋
の
精
好
無
地
の
長
袴
を
は

き
、
紐
を
右
脇
で
片
わ
な
立
結
と
し
て
い
る
。
さ
て
唐
衣
の
下
の
表
着
の
外
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
め

裳
を
つ
け
る
。
こ
の
裳
は
奈
良
町
時
代
の
裳
の
変
化
で
、
生
地
は
穀
織
等
八
幅
で

襲
を
と
る
。
裳
の
上
部
の
大
腰
を
背
に
あ
て
、
大
腰
に
つ
い
て
い
る
小
腰
の
紐
を

前
へ
廻
し
て
結
び
下
げ
る
。
又
引
腰
の
長
い
紐
が
、
大
腰
の
両
脇
に
あ
り
、
裳
と

共
に
ひ
き
づ
ら
れ
る
。
裳
の
文
様
は
、
波
に
州
浜
の
描
絵
が
か
》
れ
、
大
腰
と
引

　
　
　
か
　
　
　
あ
ら
れ

腰
と
は
案
に
霰
の
浮
織
物
な
ど
で
、
五
色
の
撚
紐
を
差
し
、
裏
は
白
無
地
の
精
好
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で
あ
る
。
以
上
が
十
二
単
で
あ
る
。
た
だ
し
裳
の
文
様
は
自
由
で
あ
っ
た
。

　
即
ち
着
用
次
第
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

　
1
、
白
羽
二
重
の
小
袖

　
2
、
緋
の
袴

　
3
、
単

　
4
、
五
領
（
五
枚
）
の
桂

　
5
、
打
衣

　
6
、
表
着

　
7
、
唐
衣

　
8
、
裳

　
　
　
　
　
　
に
　
と
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
こ
め

　
な
お
懐
に
は
帖
紙
を
入
れ
て
、
手
に
は
立
町
を
持
つ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
ち
き

　
次
に
公
卿
の
姫
君
は
小
桂
姿
で
、
濃
き
蘇
芳
の
二
重
織
物
（
綾
か
唐
綾
の
袷
）

の
小
桂
、
次
に
薄
き
蘇
芳
の
二
重
織
物
の
表
着
、
次
に
薄
き
蘇
芳
の
単
（
蘇
芳
色

と
は
赤
み
の
濃
く
、
や
、
赤
黒
い
色
の
も
の
で
あ
る
。
）
そ
し
て
濃
い
紅
色
の
袴

を
は
く
。
（
袴
の
色
の
濃
淡
は
年
令
に
よ
っ
て
差
異
が
あ
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
　
び

　
又
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
葡
萄
色
二
重
織
物
の
紅
焔
に
白
の
桂
八
領
を
重
ね

て
、
下
に
濃
き
紅
の
単
、
そ
し
て
濃
き
紅
袴
を
着
た
。
他
に
は
濃
き
蘇
芳
二
重
織

物
の
小
桂
に
、
蘇
芳
の
二
重
織
物
の
表
着
、
紋
亀
甲
文
、
そ
の
下
に
白
桂
八
領
、

濃
き
紅
色
の
単
、
濃
き
紅
の
緋
の
袴
を
着
用
し
た
。

　
こ
れ
を
見
る
と
小
桂
姿
に
も
一
定
の
定
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
江
警
務
著
婚
礼
の
歴
史
よ
り
）

　
身
丈
は
皇
室
も
貴
族
も
下
げ
髪
で
、
い
わ
ゆ
る
お
す
べ
ら
か
し
で
、
前
を
二
つ

に
分
け
て
後
へ
垂
ら
し
、
髪
飾
り
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
女
性
の
婚
礼
服
の
変
遷

鎌
倉
時
代

　
藤
原
氏
の
衰
微
と
と
も
に
、
武
門
の
平
家
が
台
頭
し
、
平
清
盛
が
政
権
を
掌
握

し
て
一
門
の
繁
栄
を
図
っ
た
。
始
め
て
宮
廷
府
中
に
も
武
士
が
参
加
し
た
。

　
し
か
し
同
じ
武
家
の
源
氏
で
あ
る
源
頼
朝
は
、
文
治
元
年
（
一
一
八
六
年
）
に

＋
氏
を
亡
ぼ
し
、
鎌
倉
に
幕
府
を
創
設
し
て
天
下
を
治
め
、
武
家
政
治
に
な
っ
た

時
代
で
あ
る
。
武
士
は
公
卿
と
違
っ
て
教
養
も
低
く
、
そ
の
性
質
も
単
純
で
、
剛

勇
廉
直
、
簡
易
実
用
を
重
ん
じ
素
朴
を
旨
と
し
た
の
で
、
婚
礼
式
も
か
な
り
簡
素

化
さ
れ
、
服
装
、
調
度
、
式
の
複
雑
さ
は
一
変
化
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
年
令

に
も
変
化
が
あ
ら
わ
れ
、
公
武
融
和
の
婚
礼
が
起
っ
た
。
公
家
か
ら
出
た
十
二
才

の
将
軍
と
、
二
十
八
才
の
源
頼
朝
の
孫
と
の
結
婚
は
公
武
合
体
の
政
略
結
婚
で
最

た
る
例
で
あ
る
。

　
又
平
安
朝
時
代
に
は
婿
が
嫁
の
家
に
婿
入
り
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
代
に

は
嫁
入
り
の
形
式
が
確
立
し
た
。
こ
れ
は
婿
の
地
位
的
上
昇
が
そ
の
原
因
で
あ

る
。
婚
礼
の
服
装
な
ど
く
わ
し
い
文
献
も
な
く
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
次
の
室

町
時
代
に
は
そ
の
式
法
に
一
つ
の
系
統
が
出
来
て
き
た
。

室
町
時
代

　
鎌
倉
幕
府
は
北
条
氏
滅
亡
と
共
に
亡
び
、
足
利
尊
氏
が
京
都
室
町
に
室
町
幕
府

を
つ
く
り
、
全
政
権
は
足
利
氏
の
掌
中
に
収
め
ら
れ
た
が
、
反
乱
が
あ
ち
こ
ち
に

起
り
、
中
期
（
一
四
六
七
年
）
に
は
応
仁
の
大
乱
が
起
り
、
京
都
は
荒
野
と
な
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女
性
の
婚
礼
服
の
変
遷

難
燃

“
鞠羨
耀
　
　
謄

　
灘

被衣（江馬家蔵）

　
　
　
　
　
か
づ
き

模
様
の
紹
の
被
衣
を
頭
か
ら
覆
う
。
即
ち
嫁
が
婿
の
家
に
行
く
道
中
に
用
ゆ
る
。

こ
の
被
衣
は
夏
、
冬
と
も
繕
で
あ
る
。
打
掛
は
室
町
時
代
の
末
頃
か
ら
使
用
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
戦
争
が
地
方
に
起
り
、
そ
れ
迄
は
豊
富
に
生
産
さ
れ
た

衣
類
が
、
出
来
な
く
な
っ
た
結
果
、
こ
れ
を
一
枚
で
代
表
し
て
打
掛
と
云
う
も
の

が
生
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
民
衆
や
地
位
の
低
い
家
の
娘
は
、
袴
を
は
か
な
い
の
が

多
い
。
「
色
直
し
」
も
行
な
わ
れ
た
。

　
「
色
直
し
」
は
藤
原
時
代
に
起
っ
た
が
、
こ
の
時
代
に
も
こ
の
風
習
は
継
続
さ

れ
、
今
日
に
及
ん
で
い
る
。

安
土
・
桃
山
時
代

っ
た
。
庶
民
の
生
活
も
窮
迫
し
て
き
て
社
会
秩
序
も
破
壊
さ
れ
て
き
た
。
か
つ
て

源
頼
朝
の
長
子
頼
家
が
元
服
の
際
礼
式
の
こ
と
に
造
詣
の
深
い
小
笠
原
蛍
光
に
式

の
指
導
を
さ
せ
た
の
が
武
家
の
礼
式
の
始
め
で
あ
る
。
最
初
は
伊
勢
家
が
指
導
し

て
い
た
が
、
室
町
時
代
末
か
ら
小
笠
原
流
礼
法
が
盛
に
な
っ
た
。
武
士
の
結
婚
式

は
政
略
結
婚
が
多
く
、
第
一
に
結
納
を
す
る
決
り
と
な
っ
て
、
婿
の
家
か
ら
嫁
の

家
に
渡
す
こ
と
に
な
る
。
又
良
い
日
を
選
ぶ
と
か
相
性
を
選
ぶ
こ
と
も
盛
に
な
っ

て
く
る
。
花
嫁
は
乗
物
に
乗
り
、
行
列
を
作
っ
て
婿
の
家
に
行
っ
た
。
公
家
の
場

合
は
男
が
女
の
方
へ
行
っ
た
の
で
婿
入
り
で
あ
る
が
、
武
士
の
場
合
は
嫁
入
り
に

な
っ
て
き
た
。

　
皇
室
の
服
装
は
平
安
朝
に
決
め
ら
れ
た
十
二
単
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
大
名
の
姫

君
は
、
白
地
に
縫
箔
、
幸
菱
模
様
の
打
掛
、
そ
の
下
に
紅
梅
模
様
の
小
袖
を
着
、

そ
の
下
に
白
練
絹
の
小
袖
を
重
ね
、
蘇
芳
の
袴
を
は
く
。
そ
し
て
白
綾
地
に
幸
菱

　
こ
の
時
代
は
足
利
幕
府
の
十
三
代
将
軍
義
昭
が
殺
さ
れ
、
織
田
信
長
が
近
畿
に

入
っ
て
天
下
を
統
一
し
た
が
、
業
半
ば
で
倒
れ
、
豊
臣
秀
吉
が
群
雄
を
亡
ぼ
し
天

正
十
四
年
（
一
五
八
六
年
）
太
政
大
臣
と
な
っ
て
、
天
下
を
治
め
た
。
彼
は
殖
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
ん

興
業
を
奨
励
し
、
検
地
を
行
い
、
社
寺
を
復
活
し
て
、
堺
の
明
人
を
京
に
招
き
、

西
陣
織
を
創
業
し
て
染
織
を
復
活
さ
せ
、
寺
院
を
建
立
、
桃
山
城
、
大
阪
城
を
興

す
な
ど
、
文
化
の
発
展
に
貢
献
し
て
、
文
化
の
栄
え
た
時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
代

も
権
門
勢
家
が
互
に
縁
を
求
め
て
ハ
勢
力
の
拡
大
を
図
る
傾
向
が
強
く
、
政
略
結

婚
が
流
行
し
た
。
有
力
な
武
家
の
婚
礼
の
儀
式
は
盛
大
と
な
り
、
婚
礼
の
衣
裳
に

も
奇
抜
な
も
の
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
一
方
庶
民
な
ど
に
は
、
粗
末
な

婚
礼
も
少
く
な
か
っ
た
。

　
次
に
花
嫁
の
衣
裳
は
『
婚
礼
法
式
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
将
軍
家
の
姫
君
そ
の
他
高
位
の
家
の
姫
君
は
、
下
に
白
き
練
（
絹
）
の
袷
に
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白
き
小
袖
を
重
ね
て
召
し
、
そ
の
上
に
紅
梅
に
て
も
何
に
て
も
練
貫
を
召
し
、

　
白
き
細
帯
を
し
て
緋
の
袴
を
召
し
、
打
掛
に
は
単
の
上
に
鳶
色
に
て
も
五
つ
衣

（
ぎ
ぬ
）
そ
の
上
に
白
綾
の
表
着
を
召
し
、
唐
衣
を
召
し
裳
を
召
し
て
扇
を
も
た

せ
ら
る
る
な
り
。

　
又
大
名
な
ど
の
娘
は
肌
に
白
練
の
袷
、
裏
も
白
き
絹
也
。
其
上
に
白
練
に
裏
白

絹
の
小
袖
二
つ
ほ
ど
重
ね
著
て
、
そ
の
上
に
紅
梅
に
て
も
縫
に
て
も
箔
に
て
も
、

こ
の
内
一
ツ
召
し
、
扱
白
き
細
帯
を
し
て
緋
の
袴
を
召
し
て
、
さ
て
打
掛
に
は
幸

菱
を
浮
織
に
し
た
る
白
綾
の
小
袖
を
召
す
な
り
。
裏
も
白
き
絹
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
右
何
れ
も
被
衣
（
か
づ
き
）
を
召
し
候
、
こ
の
か
づ
き
も
幸
菱
の
浮
織
に
し
た

る
白
き
綾
の
単
也
。
」

　
以
上
の
よ
う
に
婚
礼
の
服
に
は
白
色
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
足
袋
も

あ
っ
た
。

結

び

　
以
上
が
古
代
か
ら
安
土
・
桃
山
時
代
ま
で
の
女
性
の
婚
礼
服
の
変
遷
で
あ
る

が
、
私
が
花
嫁
衣
裳
の
研
究
に
興
味
を
抱
い
た
の
は
、
今
日
の
華
麗
な
る
花
嫁
衣

裳
を
み
る
に
つ
け
、
古
代
か
ら
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
経
て
、
今
日
に
至
っ
た
か
を

希
望
を
抱
い
て
と
り
か
か
っ
て
み
た
次
第
で
あ
る
。
し
か
し
以
外
と
難
か
し
い
研

究
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
私
が
望
ん
だ
民
衆
の
花
嫁
衣
裳
の
資
料
は
、
全
く
と
い

っ
て
よ
い
程
皆
無
で
文
献
は
皇
室
、
貴
族
、
武
家
の
み
で
あ
っ
た
。
遺
憾
な
こ
と

な
が
ら
民
衆
の
研
究
は
出
来
ず
、
前
記
皇
室
、
貴
族
、
武
家
を
中
心
と
す
る
に
至

っ
た
。

　
　
　
　
　
　
女
性
の
婚
礼
服
の
変
遷

　
わ
が
国
の
婚
礼
は
古
代
か
ら
常
に
男
子
が
積
極
的
に
女
子
に
求
婚
し
た
婿
入
形

式
と
な
っ
て
発
展
し
て
き
た
。
奈
良
に
入
り
は
じ
め
て
外
国
の
文
化
が
導
入
さ

れ
、
生
活
も
向
上
し
婚
礼
服
に
も
著
し
く
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
又
「
色
直

し
」
が
始
め
ら
れ
た
の
も
こ
の
頃
か
ら
で
、
こ
れ
が
現
在
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
色
目
も
わ
が
国
で
は
白
色
と
紅
色
が
悦
ば
れ
、
婚
礼
色
と
な
っ
て
い

る
。
白
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
白
の
持
つ
清
浄
、
神
聖
、
純
潔
の
意
味
、
紅
系
統

は
愛
情
、
悦
楽
な
ど
色
か
ら
受
け
る
感
情
が
、
即
ち
厳
粛
と
華
麗
を
尊
ん
だ
意
義

が
あ
れ
ば
こ
そ
現
在
も
｝
つ
の
形
式
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
鎌
倉
時
代
に

は
武
士
が
勢
力
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
婿
入
り
が
嫁
入
り
と
な
っ
て
、
す
べ
て
が

簡
素
化
さ
れ
、
室
町
時
代
に
は
、
礼
法
に
小
笠
原
、
伊
勢
両
流
が
生
ま
れ
、
婚
礼

儀
式
が
創
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
各
時
代
の
政
治
や
文
化
の
社
会
的
な
背
景
が
婚
礼
様
式
や
服
装
に

も
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
回
に
は
江
戸
時
代
か
ら
現
在
迄
の
変
遷
、

併
せ
て
色
彩
、
文
様
な
ど
に
つ
い
て
も
、
研
究
し
て
み
た
い
と
心
組
ん
で
い
る
。

　
終
り
に
こ
の
論
文
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
故
江
馬
務
先
生
の
御
宅
で
、
資
料

及
び
文
献
を
拝
見
さ
せ
て
戴
い
た
こ
と
を
、
厚
く
御
礼
申
上
げ
ま
す
。
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女
性
の
婚
礼
服
の
変
遷

日本古代の婚礼式〔結婚の歴史より抄出〕

奈良朝時代の礼服
〔結婚の歴史より抄出〕

奈良朝時代の貴婦人の姿

〔結婚の歴史より抄出〕
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女
性
の
婚
礼
服
の
変
遷

平安時代の十二単〔日本の服装（上）より抄出〕

国譲繍

藤原期の公卿婚礼式〔結婚の歴史より抄出〕

礁漁騒騒

　　　室町時代の武家婚礼式〔結婚の歴史より抄出〕
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礼
服
の
変
遷
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