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読
者
の
皆
さ
ん
は
、「
一
式
飾

り
」
に
長
く
守
ら
れ
て
き
た
ル
ー

ル
が
あ
る
こ
と
を
、
ご
存
じ
だ
ろ

う
か
。大
き
く
分
け
て
三
つ
あ
る
。

　
一
つ
目
は
、
作
品
に
用
い
る
材

料
は
同
種
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

身
の
回
り
に
あ
る
も
の
の
中
か

ら
、素
材
（
何
で
で
き
て
い
る
か
）

が
同
じ
か
、
用
途
（
何
に
用
い
る

か
）
が
同
じ
も
の
を
集
め
て
「
一

式
」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
二
つ
目
は
、
作
品
の
テ
ー
マ
が

時
事
的
で
あ
る
こ
と
。
そ
の
年
の

干
支
や
話
題
の
人
物
、
出
来
事
な

ど
、
世
相
を
映
す
作
品
に
仕
上
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
し
て
三
つ
目
は
、
作
品
を

飾
っ
た
後
は
解
体
し
、
作
品
に
用

い
た
材
料
を
再
び
使
用
で
き
る
状

態
に
戻
す
こ
と
。
こ
の
た
め
、
材

料
を
加
工
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
連
載
の
第
８
回
で
紹
介
し
た
、

野
菜
一
式
を
用
い
る
富
山
県
の
福

鳥
取
大
学
地
域
学
部
准
教
授 

高
橋
　
健
司

岡
町
で
は
、
作
品
に
用
い
た
野
菜

を
昔
は
食
べ
た
そ
う
だ
が
、
今
は

野
菜
を
切
っ
て
接
着
剤
で
貼
っ
た

作
品
が
大
半
で
、
祭
り
が
終
わ
れ

ば
捨
て
て
し
ま
う
。

　
こ
れ
に
対
し
、
日
用
品
一
式
を

用
い
る
福
井
県
あ
わ
ら
市
の
金
津

地
区
で
も
、
伝
統
と
し
て
守
ら
れ

お
殿
様
を
「
飾
り
物
」
で
も
て
な

し
た
こ
と
か
ら
、
毎
年
７
月
に
開

催
さ
れ
る
「
金
津
ま
つ
り
」
に
お

い
て
、
18
の
区
ご
と
に
「
本
陣
飾

り
物
」
と
呼
ば
れ
る
「
一
式
飾
り
」

同
様
の
作
品
を
飾
り
、
コ
ン
ク
ー

ル
で
競
っ
て
い
る
。

　
私
は
毎
年
、
金
津
へ
調
査
に
訪

れ
、
コ
ン
ク
ー
ル
の
審
査
も
行
っ

て
い
る
が
、
年
々
リ
サ
イ
ク
ル
用

品
を
加
工
し
た
「
工
作
」
の
よ
う

な
作
品
が
増
え
て
い
る
。

　
昨
年
は
、
古
新
聞
を
裂
い
て
小

さ
な
コ
ヨ
リ
を
作
り
、
そ
れ
を
大

量
に
用
い
た
お
稲
荷
さ
ん
の
キ
ツ

ネ
や
、
大
量
の
割
り
ば
し
を
貼
り

合
わ
せ
た
戦
艦
が
登
場
し
た
。
ま

た
「
リ
サ
イ
ク
ル
八
岐
ノ
大
蛇
」

と
い
う
作
品
は
、
廃
材
と
な
っ
た

段
ボ
ー
ル
を
切
り
抜
い
て
パ
ー
ツ

を
作
り
、
そ
れ
を
ペ
ー
パ
ー
ク
ラ

フ
ト
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
た
オ

ロ
チ
を
飾
っ
て
い
た
。

　
エ
コ
が
重
視
さ
れ
る
時
代
に
合

わ
せ
、
伝
統
が
変
化
す
る
の
は
当

然
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
か
ら

は
材
料
の
加
工
を
認
め
る
「
リ
サ

イ
ク
ル
ア
ー
ト
」
が
主
流
に
な
る

の
だ
ろ
う
か
。

　
私
が
こ
れ
ま
で
見
た
「
本
陣
飾

り
物
」
の
中
に
、
忘
れ
ら
れ
な
い

作
品
が
あ
る
。
そ
れ
は
写
真
の「
蓮

如
上
人 

祈
り
の
道
」
と
い
う
作
品

で
、
２
０
１
３
年
７
月
に
天
王
区

の
人
た
ち
が
古
本
一
式
で
作
っ
た
。

　
作
品
の
「
顔
」
に
注
目
し
て
ほ

し
い
。
た
だ
古
本
を
重
ね
た
だ
け

な
の
に
、
水
分
を
含
ん
で
波
打
っ

た
紙
が
、
自
然
と
顔
の
表
情
に
見

え
て
し
ま
う
。
制
作
者
の
「
見
立

て
」の
極
意
を
見
る
思
い
が
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
記
憶
に
残
る
作
品

が
生
ま
れ
た
の
は
、
材
料
の
加
工

の
禁
止
の
お
か
げ
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
材
料
の
加
工
を
禁
じ
ら
れ

れ
ば
、
人
は
想
像
力
を
駆
使
し

て
、
材
料
の
特
徴
的
な
形
か
ら
何

か
別
の
も
の
を
連
想
す
る
し
か
な

い
。
こ
の
「
一
式
飾
り
」
の
伝
統

の
戒
め
こ
そ
、
制
作
者
に
「
見
立

て
」
の
趣
向
を
求
め
、
創
造
的
な

作
品
を
生
み
続
け
る
原
動
力
だ
と

思
う
。

て
き
た
材
料
の
加

工
の
禁
止
が
揺
ら

い
で
い
る
。

　
北
国
海
道
の
宿

場
町
で
あ
っ
た
金

津
で
は
、
江
戸
時

代
に
参
勤
交
代
の

伝統の戒
いまし

め

「
一
式
飾
り
」 探
訪
記

第13回

2018.07.18（水）


