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は
じ
め
と
す
る
十
数
種
で
す
。そ
れ
に
対

し
、
宜
子
の
婚
礼
調
度
は
、
梨
子
地
に
高

蒔
絵
の
み
で
仕
上
げ
ら
れ
て
お
り
、技
法

面
で
は
か
な
り
簡
略
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
大
幅
に
見

劣
り
が
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。地
に
埋
め
ら
れ
た
金
粉
の
輝
き
と
、

リ
ズ
ミ
カ
ル
に
配
さ
れ
た
模
様
の
金
色

が
賑
や
か
に
響
き
合
っ
て
、非
常
に
華
や

か
な
印
象
を
与
え
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、準
備
に
か
け
る
時
間
や

経
費
の
縮
小
を
図
っ
た
と
し
て
も
、技
法

の
持
つ
特
質
を
う
ま
く
生
か
す
こ
と
で
、

魅
力
あ
る
デ
ザ
イ
ン
を
作
り
出
す
こ
と

が
で
き
ま
す
。技
法
か
ら
作
品
を
読
み
解

い
て
み
る
と
、さ
ま
ざ
ま
な
知
恵
や
工
夫

が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
、作

品
の
理
解
が
一
段
と
深
ま
る
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。

　
（
彦
根
城
博
物
館
学
芸
員　

奥
田
晶
子
）

　

現
存
す
る
婚
礼
調
度
の
な
か
で
も
、

最
高
傑
作
と
謳う

た

わ
れ
る
の
が
、
寛
永
16

年
（
１
６
３
９
）、３
代
将
軍
徳
川
家
光

の
長
女
千ち

代よ

姫ひ
め

が
、
尾
張
徳
川
家
２
代

光み
つ

友と
も

に
嫁か

し
た
際
に
調
え
ら
れ
た
「
初は

つ

音ね

の
調
度
」
で
す
。
高
度
な
蒔ま

き

絵え

の
技

法
が
駆
使
さ
れ
、
江
戸
時
代
の
蒔
絵
の

頂
点
を
示
す
作
品
で
す
。
こ
れ
を
筆
頭

に
、
華
麗
な
婚
礼
調
度
の
数
々
が
生
み

出
さ
れ
ま
し
た
。

　

明
治
２
年
（
１
８
６
９
）、
井
伊
家

14
代
直な

お

憲の
り

が
、
有あ

り

栖す

川が
わ

宮の
み
や

家
の
王
女　

宮み
や

宜よ
し

子こ

を
正
室
に
迎
え
た
際
に
も
、
江

戸
時
代
の
婚
礼
調
度
の
伝
統
に
な
ら
い
、

大
揃
え
の
調
度
が
調
え
ら
れ
ま
し
た
。

写
真
の
作
品
は
そ
の
一
つ
で
、
化
粧
道

具
と
そ
れ
を
収
め
る
眉ま

ゆ

作つ
く
り

箱ば
こ

で
す
。
箱

そ
の
も
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
中
に

収
め
ら
れ
た
眉
作
筆
や
櫛く

し

、鏡
、白お

し
ろ
い粉
を

入
れ
る
合ご

う

子す

の
一
つ
一
つ
に
ま
で
、
有

栖
川
宮
家
の
家
紋
で
あ
る
三み

ッ
横よ

こ

菊ぎ
く

紋も
ん

と
菊
紋
が
、
花は

な

菱び
し

繋つ
な
ぎと
唐
草
の
模
様
と

共
に
金
蒔
絵
で
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
眉
作
箱
に
は
、
梨な

子し

地じ

に
薄う

す

肉に
く

高た
か

蒔ま
き

絵え

と
呼
ば
れ
る
技
法
が
施
さ
れ
て

　

江
戸
時
代
、大
名
家
で
は
、婚
礼
に
際

し
て
、
貝か

い

桶お
け

や
三さ

ん

棚た
な

、
化
粧
道
具
、
膳ぜ

ん

椀わ
ん

類
な
ど
か
ら
な
る
大お

お

揃ぞ
ろ

え
の
婚
礼
調

度
が
調
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
制

作
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の

は
、
江
戸
時
代
の
初
頭
あ
た
り
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
寛か

ん

永え
い

年
間
（
１
６
２

４
〜
４
４
）
に
は
、
そ
の
品
目
や
形
態

が
整
っ
て
、
大
名
婚
礼
調
度
の
形
式
が

完
成
し
ま
し
た
。

婚
礼
調
度
に
み
る
蒔
絵
の
技

い
ま
す
。
梨
子
地
は
、
平
ら
に
薄
く
延

ば
し
た
金
銀
の
粉
を
蒔
き
、
上
か
ら
透

明
度
の
高
い
漆
を
か
け
た
も
の
で
、
梨

の
実
の
肌
に
似
て
い
る
た
め
に
こ
の
名

が
あ
り
ま
す
。
高
蒔
絵
と
は
、
炭
の
細

か
い
粉
な
ど
を
漆
と
混
ぜ
合
わ
せ
て
盛

り
、
模
様
に
立
体
的
な
肉
付
け
を
し
た

後
に
、
金
粉
を
蒔
き
付
け
て
仕
上
げ
る

技
法
で
す
。
高
蒔
絵
の
中
で
も
、
薄
い

盛
上
げ
に
し
た
も
の
が
、
薄
肉
高
蒔
絵

で
す
。

　

蒔
絵
の
技
法
に
は
、
研と

ぎ

出だ
し

蒔ま
き

絵え

や
貝

な
ど
を
嵌は

め
込
む
螺ら

鈿で
ん

な
ど
色
々
あ
り

ま
す
が
、そ
れ
ら
と
比
較
す
る
と
、高
蒔

絵
は
簡
便
な
技
法
で
す
。
例
え
ば
、研
出

蒔
絵
は
、
金
粉
を
蒔
い
て
か
ら
黒
漆
を

塗
っ
て
覆
い
、
そ
の
黒
漆
の
層
を
研
い

で
下
の
金
を
露
出
さ
せ
て
模
様
を
表
現

す
る
と
い
う
複
雑
な
工
程
を
経
ま
す
が
、

高
蒔
絵
で
は
研
ぎ
出
し
を
行
い
ま
せ
ん
。

研
出
蒔
絵
で
作
り
さ
れ
る
よ
う
な
堅け

ん

牢ろ
う

な
質
感
の
魅
力
は
乏
し
い
も
の
の
、
漆

面
に
直
接
筆
で
絵
を
描
い
た
か
の
よ
う

な
軽
や
か
で
勢
い
の
あ
る
描
線
や
、
盛

上
げ
に
よ
る
肉
厚
な
表
現
は
、
高
蒔
絵

な
ら
で
は
の
魅
力
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

冒
頭
に
挙
げ
た
初
音
の
調
度
に
駆
使

さ
れ
た
蒔
絵
の
技
法
は
、
研
出
蒔
絵
を
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写
真
の
作
品
は
、
テ
ー
マ
展

「
華
麗
な
る
調
度—

　

宮
宜
子

愛
用
の
品
々—

」
で
６
月
22
日

㈮
〜
７
月
24
日
㈫
の
期
間
、
展

示
し
ま
す
。（
期
間
中
無
休
）

も
り
の


