
心を包む折形礼法

研究者は紙に書かれた内容を気にしますが、

山根一城さんは、「紙そのものが気になる」といいます。

紙漉きを知っていると、

時の権力者が使った紙がなぜ格上なのか、

紙そのものが語ってくれるからだというのです。

白が尊ばれる、折形の紙。

輝くように光る白は、生命の源である太陽の光を表わし、

清浄をも表わしています。

そこには贈る相手を大切に思う、心そのものを包む想いが

込められています。

山根 一城
やまね かずき

山根折形礼法教室主宰

1950年、東京生まれ。法政大学文学部英文科卒業後、アメリカ・カリフォルニア州立大学フラトン校大学院

に留学、文化人類学を学ぶ。BMW Japan Corp.マーケティング部長、日本コカ・コーラ広報担当副社長など

外資系企業勤務を経て、2003年より礼法研究家、折形礼法の第一人者である父 山根章弘の後継者として折

形礼法の普及を開始。折形礼法のほか、アナログ文化をテーマとして、中国茶、オーディオ、天文教室など

の分野でも活動の一方、広報・危機管理コンサルタントとしても活躍。2006年、東久邇宮記念賞受賞。

主な著書に『折形レッスン―美しい日本の包み方』（文化出版局 2005）、『暮らしに使える「折形」の本』

（PHP研究所 2007）、『暮らしの折り方、包み方―贈る・飾る・楽しむ折形84』（主婦と生活社 2009）、『日本

の折形―伝統を受け継ぐ型約七十点を掲載した包み方の手引き』（誠文堂新光社 2009）ほか
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オ
リ
ジ
ナ
ル
文
化
の
誕
生

輸
入
文
化
が
遣
唐
使
の
終
焉
で
一
応

終
わ
り
を
遂
げ
て
、
日
本
独
自
の
文
化

と
し
て
、
平
安
王
朝
の
貴
族
文
化
が
京

都
を
中
心
に
開
花
し
ま
し
た
。
コ
ピ
ー

や
物
真
似
で
は
な
く
、
良
い
と
こ
ろ
を

巧
み
に
吸
収
し
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
よ
り

良
い
も
の
を
つ
く
る
。
私
は
そ
れ
を

〈
折
衷
文
化
〉
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

遣
唐
使

６
１
９
年
（
推
古
天
皇
27
）
に
隋
が
滅
び
唐
が
興
る

以
前
は
、
遣
隋
使
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
。
第
一
次
遣

唐
使
は
６
３
０
年
（
舒
明
天
皇
２
）。
２
０
０
年
以

上
に
わ
た
っ
て
、
当
時
の
先
進
国
で
あ
っ
た
唐
の
文

化
や
法
制
度
、
仏
教
の
日
本
へ
の
伝
播
に
貢
献
し
た

が
、
８
９
４
年
（
寛
平
６
）
に
菅
原
道
真
の
建
議
に

よ
り
停
止
さ
れ
た
。

そ
こ
で
信
仰
さ
れ
た
の
が
天
照
大
神

で
す
。
天
照
大
神
と
い
う
の
は
天
皇
家

の
神
で
太
陽
神
。
太
陽
の
恵
み
を
受
け

て
、
私
た
ち
は
自
然
界
の
動
植
物
の
一

つ
と
し
て
生
か
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら

自
然
と
共
存
し
、
自
然
の
命
を
い
た
だ

い
て
生
き
て
い
る
の
で
す
。

折
形
に
用
い
る
紙
は
白
が
尊
ば
れ
ま

す
。
輝
く
よ
う
に
光
る
白
は
、
生
命
の

源
で
あ
る
太
陽
の
光
を
表
わ
し
て
い
る

か
ら
で
す
。
白
は
ま
た
、
清
浄
を
も
表

わ
し
て
い
ま
す
。

写
真
や
テ
レ
ビ
、
パ
ソ
コ
ン
の
モ
ニ

タ
ー
な
ど
で
、
色
を
正
確
に
再
現
す
る

た
め
に
、色
温
度

い
ろ
お
ん
ど（color

tem
perature

）

と
い
う
指
標
が
あ
り
ま
す
。

七
十
二
候

古
代
中
国
で
考
案
さ
れ
た
季
節
を
表
わ
す
方
式
。

二
十
四
節
気
（
に
じ
ゅ
う
し
せ
っ
き
）
を
だ
い
た
い

５
日
ず
つ
の
三
つ
に
分
け
た
。
俳
句
の
季
語
に
も
影

響
を
与
え
て
い
る
。

二
十
四
節
気
は
古
代
中
国
の
も
の
が
そ
の
ま
ま
使

わ
れ
て
い
る
が
、
七
十
二
候
は
江
戸
時
代
に
入
っ
て

渋
川
春
海
ら
暦
学
者
に
よ
っ
て
「
本
朝
七
十
二
候
」

と
し
て
日
本
の
気
候
風
土
に
合
う
よ
う
に
改
訂
さ
れ

て
い
る
。

こ
れ
ら
の
季
節
の
す
べ
て
を
司
っ
て

い
る
の
が
、
太
陽
で
す
。
五
行
思
想
の

木
火
土
金
水

も
っ
か
ど
ご
ん
す
い

と
い
う
自
然
界
の
理
念
の

中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
天
皇
陛

下
は
稲
を
植
え
ら
れ
、
皇
后
陛
下
は
蚕

を
飼
っ
て
絹
を
つ
く
ら
れ
ま
す
。
神
さ

ま
に
お
供
え
す
る
一
番
大
切
な
も
の
は
、

米
と
米
か
ら
つ
く
っ
た
お
酒
と
塩
と
水

と
藁
。
繊
維
は
絹
と
麻
と
楮
で
、
そ
れ

ぞ
れ
和に

き

妙た
え

、
荒
妙

あ
ら
た
え

、
白
妙

し
ろ
た
え

と
呼
ば
れ
ま

し
た
。

糸
を
縒よ

っ
て
繊
維
に
す
る
こ
と
を

〈
績う

む
〉
と
言
い
ま
す
が
、
布
は
糸
を

つ
く
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
糸

を
つ
く
っ
て
染
め
て
織
る
。
つ
ま
り
公

家
の
女
性
た
ち
は
、
七
夕
の
織
り
姫
が

や
っ
て
い
る
の
と
同
じ
仕
事
を
し
て
い

た
の
で
す
。
こ
の
ほ
か
に
公
家
の
女
性

の
嗜

た
し
な

み
と
さ
れ
た
も
の
に
、「
詩
を
詠

う
」「
文
字
（
変
体
仮
名
）
を
書
く
」

「
楽
器
を
奏
で
る
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
七
夕
と
い
う
の
は
、
日
本

古
来
の
豊
作
を
祖
霊
に
祈
る
祭
（
お
盆
）

に
、
中
国
か
ら
伝
来
し
た
針
仕
事
の
上

達
を
願
う
乞
巧
奠

き
っ
こ
う
で
ん

や
仏
教
の
盂
蘭
盆
会

う

ら

ぼ

ん

え

な
ど
が
習
合
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
各
々
不
得
意
な
こ
と
を
カ
ジ

の
葉
に
書
き
、
上
達
を
願
っ
た
も
の
が
、

の
ち
に
短
冊
に
書
く
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

公
家
の
礼
法
、
武
家
の
礼
法

貴
族
階
級
で
あ
る
公
家
か
ら
始
ま
っ

た
礼
法
で
す
が
、
武
家
が
台
頭
し
て
き

て
鎌
倉
に
幕
府
を
開
い
た
。
今
、
ち
ょ

う
ど
大
河
ド
ラ
マ
で
平
清
盛
を
や
っ
て

い
ま
す
が
、
武
家
が
台
頭
し
て
く
る
よ

う
に
な
る
と
、
貴
族
だ
け
で
は
な
く
武

家
の
間
で
も
、
礼
法
や
公
家
の
文
化
が

広
が
り
ま
す
。

室
町
幕
府
三
代
将
軍
の
足
利
義
満
は

知
識
人
で
、「
公
家
に
礼
法
あ
れ
ば
、

武
家
に
は
武
家
の
礼
法
を
」
と
、
武
家

の
た
め
の
礼
法
を
定
め
ま
し
た
。
公
家

の
礼
法
は
五
位
か
ら
上
の
位
で
主
に
採

用
さ
れ
ま
し
た
か
ら
、
以
来
、
六
位
以

下
の
者
は
す
べ
て
武
家
の
礼
法
に
従
っ

た
と
さ
れ
ま
す
。
正
確
に
は
武
家
と
は

将
軍
と
直
接
接
見
で
き
た
大
名
と
旗
本

ク
ラ
ス
に
限
定
し
て
定
義
さ
れ
て
い
ま

す
。

礼
法
の
普
及

足
利
将
軍
は
武
家
の
礼
法
を
き
ち
ん

と
伝
え
る
役
割
を
三
つ
の
高こ

う

家け

に
命
じ

ま
し
た
。
ま
ず
は
、
弓
と
馬
術
に
優
れ

た
小
笠
原
家
を
外
の
礼
法
の
指
南
役
と

し
、
お
城
の
中
の
イ
ン
ナ
ー
マ
ナ
ー
で

あ
る
殿
中
の
礼
法
、
内
の
礼
法
は
伊
勢

家
に
。
書
と
画
は
、
今
川
家
。
今
川
家

は
す
ぐ
に
お
家
断
絶
に
な
っ
た
の
で
、

吉
良
家
が
受
け
継
ぎ
ま
し
た
。

礼
法
と
い
う
と
す
ぐ
に
流
派
は
？

と
い
わ
れ
ま
す
が
、
本
来
は
流
派
な
ど

な
か
っ
た
の
で
す
。
強
い
て
い
え
ば
、

天
皇
家
流
と
将
軍
家
流
で
し
ょ
う
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
戦
が
な
く
な

っ
て
失
業
し
た
下
級
侍
が
、
副
業
と
し

て
寺
子
屋
な
ど
で
教
え
る
よ
う
に
な
る
。

そ
こ
で
礼
法
も
教
え
ら
れ
ま
し
た
が
、

根
拠
の
な
い
歪
め
ら
れ
た
礼
法
が
蔓
延

し
た
結
果
、
江
戸
時
代
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
流
派
が
派
生
し
、
将
軍
家
殿
中
の
礼

法
本
家
の
末
裔
伊
勢
貞
丈

さ
だ
た
け

は
著
作
の

中
で
、「
千
流
、
万
流
も
の
礼
法
流
派

が
で
き
た
」
と
嘆
い
て
い
ま
す
。
今
の

時
代
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
テ
レ

ビ
・
雑
誌
な
ど
で
根
拠
の
な
い
情
報
が

氾
濫
し
て
い
る
の
と
同
様
で
す
。

武
家
礼
法
の
バ
イ
ブ
ル
は
、『
貞
丈

て
い
じ
�
う

雑
記

ざ
っ
き

』
で
す
。

『
貞
丈
雑
記
』
は
、
江
戸
時
代
中
期
の

旗
本
で
あ
り
、
武
家
故
実
の
大
家
で
あ

っ
た
伊
勢
貞
丈
が
、
１
７
６
３
年
（
宝

暦
13
）
１
月
以
後
に
書
き
記
し
た
雑
録

で
、
草
稿
の
ま
ま
伝
わ
っ
た
た
め
、
子

孫
の
貞
友
の
時
代
に
岡
田
光
大
が
清
書

校
合
し
て
１
８
４
３
年
（
天
保
14
）
に
刊

行
さ
れ
ま
し
た
。
室
町
幕
府
政
所
執
事

（
及
び
御
所
奉
行
を
兼
務
）
の
家
柄
で
あ
り
礼

法
に
精
通
し
た
貞
丈
は
、
子
孫
が
古
書

を
読
む
と
き
の
頼
り
と
し
て
、
ま
た
、

心を包む折形礼法45

色
温
度
の
単
位
に
は
、
Ｋ
（
ケ
ル
ビ
ン
）

が
用
い
ら
れ
ま
す
。

朝
日
や
夕
日
の
色
温
度
は
お
お
む
ね

２
０
０
０
Ｋ
、
普
通
の
太
陽
光
線
は

５
０
０
０
～
６
０
０
０
Ｋ
で
、
一
般

に
考
え
ら
れ
て
い
る
白
よ
り
か
な
り
黄

色
味
が
か
っ
て
い
る
色
で
す
。
こ
れ
が

自
然
界
に
お
け
る
白
で
あ
っ
て
、
漂
白

し
た
り
蛍
光
色
で
青
く
光
る
白
で
は
な

い
。
生
成
り
と
い
う
の
は
太
陽
の
色
。

こ
の
太
陽
の
光
は
陰
陽
五
行
で
は
緑
、

紅
、
黄
、
白
、
黒
（
紫
）
の
５
色
で
構

成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

色
温
度

理
想
的
な
黒
体
を
想
定
す
る
と
、
温
度
が
低
い
と

き
は
暗
い
オ
レ
ン
ジ
色
を
放
射
し
、
温
度
が
高
く
な

る
に
つ
れ
て
黄
色
み
を
帯
び
た
白
に
な
り
、
さ
ら
に

高
く
な
る
と
青
み
が
か
っ
た
白
に
近
く
な
る
、
と
い

う
分
布
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
白
と

い
う
色
を
、
黒
体
の
温
度
で
表
現
し
た
も
の
を
色
温

度
と
呼
ぶ
。
写
真
撮
影
で
は
、
ス
タ
ジ
オ
撮
影
の
ラ

イ
ト
が
３
２
０
０
Ｋ
、
太
陽
光
線
が
５
５
０
０
Ｋ

と
想
定
さ
れ
て
お
り
、
フ
イ
ル
ム
は
こ
の
色
温
度
の

照
明
下
で
最
適
な
色
再
現
が
で
き
る
よ
う
つ
く
ら
れ

て
い
る
。

美
意
識
の
根
底
に
あ
る
自
然
観

日
本
は
、
温
帯
ゾ
ー
ン
に
位
置
す
る

数
少
な
い
先
進
国
で
、
動
植
物
と
四
季

の
変
化
、
色
の
変
化
が
最
も
豊
か
な
国

で
も
あ
り
ま
す
。

５
日
ご
と
に
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る

自
然
の
移
ろ
い
を
暦
に
写
し
た
も
の
に

七
十
二
候

し
ち
じ
�
う
に
こ
う

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
日

本
の
美
意
識
の
原
点
に
あ
り
、
生
活
の

リ
ズ
ム
の
大
原
則
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。
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人
か
ら
故
実
（
朝
廷
の
儀
式
典
礼
の
拠
り
所
と

な
る
歴
史
的
事
実
）
を
聞
か
れ
た
と
き
の
助

け
に
な
る
よ
う
に
と
、
16
巻
２
３
５
０

項
目
に
わ
た
っ
て
、
鎌
倉
時
代
か
ら
伊

勢
家
に
保
存
し
て
あ
っ
た
武
家
礼
法
に

関
す
る
膨
大
な
古
文
書
を
も
と
に
、
武

家
の
礼
法
、
武
家
故
実
を
正
確
に
後
世

に
書
き
残
し
ま
し
た
。

作
法
と
礼
法
の
違
い

も
う
一
つ
お
伝
え
し
た
い
の
は
、
作

法
と
礼
法
の
違
い
で
す
。
連
続
し
た
動

作
を
場
面
場
面
で
方
式
化
し
た
の
が
、

作
法
。
こ
う
し
て
、
あ
あ
し
て
、
３
秒

止
ま
っ
て
こ
う
す
る
、
と
い
う
、
い
わ

ば
動
作
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
で
す
。
一
方
、

「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
思

う
礼
の
気
持
ち
を
、
自
然
に
形
に
表
わ

し
た
の
が
礼
法
で
す
。
作
法
に
振
り
回

さ
れ
た
ら
、
ハ
ー
ト
が
な
く
な
っ
て
礼

が
な
く
な
る
、
と
私
は
敢
え
て
申
し
上

げ
て
い
ま
す
。

心
が
形
に
な
っ
た
の
が
礼
法
で
す
。

儀
礼
で
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
形
に
は
め
ら
れ
て
形
式
が
優
先

す
る
の
が
作
法
。
地
方
ご
と
に
や
り
方

が
違
う
の
は
、
慣
習
、
地
方
文
化
で
す
。

特
に
お
葬
式
な
ど
の
冠
婚
葬
祭
は
、
地

方
ご
と
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。
お
雑
煮

の
餅
が
四
角
だ
っ
た
り
丸
だ
っ
た
り
す

る
の
も
地
方
文
化
と
慣
習
。
こ
れ
ら
は

礼
法
と
混
同
さ
れ
や
す
い
の
で
す
が
、

都
を
中
心
に
公
家
や
上
級
武
家
が
秘
伝

で
守
っ
て
き
た
格
式
の
高
い
礼
法
と
は

違
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
混
乱
が
起
こ
る
の
は
な

ぜ
か
と
い
う
と
、
も
の
ご
と
の
本
来
の

意
味
や
歴
史
、
思
想
、
哲
学
を
学
ん
で

そ
れ
ら
の
行
動
の
背
景
を
知
る
機
会
が

減
っ
て
き
た
結
果
、
多
く
の
人
が
、
マ

ニ
ュ
ア
ル
本
や
ネ
ッ
ト
で
の
情
報
、
流

通
業
の
販
売
員
な
ど
か
ら
の
見
聞
に
、

一
か
ら
十
ま
で
頼
る
よ
う
に
な
っ
て
し

上：新茶の芽を折り出した、新茶包み。
かつては、貴重な仙薬だったお茶を贈
ることは、最高のもてなしだった。江
戸時代には、お茶を包むための折形が
いくつか考案されている。
左：結納に使う、本物の〈のし鮑（あ
わび）〉の折形。お茶や粉は散らないよ
うに全部を覆い隠すが、不都合がない
ものの場合は、中身が表われるように

〈包む〉。
下：武家の最上位の手紙を再現した竪
文（たてぶみ）。情報である手紙は、天
地を捻って紙縒りで結び、簡単に開封
できなくした。〆などの上書きをする。



ま
っ
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

長
い
歴
史
を
持
つ
日
本
の
文
化
は
ま
さ

に
奥
深
い
資
産
で
す
が
、
折
形
が
消
失

し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
、
戦
後
の
高
度

成
長
の
経
済
社
会
に
育
っ
て
「
物
」
中

心
の
価
値
観
を
尊
重
し
て
き
た
結
果
、

私
た
ち
は
、
や
や
も
す
る
と
「
日
本
人

の
顔
を
し
た
西
欧
人
」
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
気
が
し
ま
す
。

紙
の
格

天
皇
の
紙
、
公
家
の
紙
、
将
軍
や
武

家
の
紙
。
紙
を
位
や
目
的
別
に
明
確
に

使
い
分
け
る
「
紙
の
格
の
使
い
分
け
」

を
持
つ
の
は
、
日
本
だ
け
の
文
化
で
す
。

武
家
は
漢
字
中
心
で
す
か
ら
、
厚
く

強
靭
で
荒
々
し
い
楮
紙
が
向
い
て
い
ま

す
。
ま
た
野
戦
で
は
、
重
要
な
伝
達
は

早
馬
を
飛
ば
し
て
書
を
通
し
て
行
な
い

ま
し
た
。
そ
の
際
、
懐
に
入
れ
た
包
み

が
汗
で
ぐ
し
ゃ
ぐ
し
ゃ
に
な
っ
て
も
い

い
よ
う
に
、
分
厚
く
丈
夫
な
楮
紙
が
武

家
の
紙
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
に
対
し
て
公
家
は
変
体
仮
名
を

書
き
ま
す
か
ら
、
美
し
く
薄
い
雁
皮
紙

を
使
い
ま
す
。
公
家
は
基
本
的
に
外
出

せ
ず
、
御
簾
の
内
側
で
す
ご
し
ま
す
。

従
っ
て
、
繊
細
で
優
美
な
雁
皮
紙
が
用

い
ら
れ
た
の
で
す
。

公
家
の
礼
法
で
は
、
日
本
古
来
の
方

法
で
染
め
た
色
雁
皮
紙
を
重
ね
、
目
的

に
応
じ
た
表
現
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
こ
の
と
き
に
使
わ
れ
る
色
紙
は
、

が
、
使
う
紙
に
明
確
に
出
て
い
る
好
例

だ
と
思
い
ま
し
た
。

宣
旨

せ
ん
じ

は
天
皇
の
命
令
を
書
い
た
文
書

で
す
が
、
天
皇
の
命
令
・
意
向
（
勅
旨
）

が
文
書
化
さ
れ
る
際
、
口
頭
で
受
け
た

命
令
・
意
向
を
、
弁
官
史
が
忘
れ
な
い

た
め
に
記
し
た
メ
モ
か
ら
始
ま
り
ま
し

た
。
や
が
て
こ
の
メ
モ
が
発
給
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
文
書
と
し
て
様
式
化
し

て
い
っ
て
、
律
令
期
以
降
、
宣
旨
に
な

っ
た
。

そ
の
た
め
、
天
皇
の
意
を
反
映
し
た

文
書
と
し
て
認
識
さ
れ
ま
し
た
が
、
弁

官
な
ど
の
署
名
し
か
記
さ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
つ
ま
り
天
皇
の
サ
イ
ン
が
な
い

の
で
す
。
宣
旨
は
、
紙
を
見
た
だ
け
で

サ
イ
ン
が
な
く
て
も
天
皇
の
宣
旨
だ
と

い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
ん
で
す
ね
。

こ
の
と
き
に
使
わ
れ
る
紙
は
院
宣
紙

で
、
檀
紙
の
ほ
か
、
墨
で
書
か
れ
た
使

用
済
み
の
和
紙
を
漉
き
戻
し
た
薄
墨
紙

も
使
わ
れ
ま
し
た
。
天
皇
家
で
す
ら
大

変
貴
重
で
あ
っ
た
和
紙
を
リ
サ
イ
ク
ル

し
て
い
た
の
で
す
か
ら
頭
が
下
が
り
ま

す
。将

軍
の
特
別
な
公
文
書
に
は
、
楮
で

つ
く
っ
た
分
厚
い
檀
紙
を
使
い
ま
す
。

檀
紙
を
横
半
分
に
折
っ
て
、
サ
イ
ン
で

あ
る
花か

押お
う

と
直
径
５
㎝
ほ
ど
の
朱
印
や

黒
印
が
押
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
〈
御

朱
印
状
〉
で
す
。
こ
の
形
状
の
公
文
書

を
正
式
に
は
〈
折
紙
〉
と
呼
び
、〈
折

り
紙
付
き
〉
の
語
源
に
な
り
ま
し
た
。

正
式
な
折
紙
は
、
す
べ
て
こ
の
折
り
方

で
す
。
現
在
で
も
刀
剣
の
証
明
書
や
、

茶
道
、
華
道
と
い
っ
た
習
い
事
の
上
位

の
免
状
は
す
べ
て
檀
紙
や
奉
書
紙
を
折

紙
に
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

折
紙
付
き

お
墨
付
き

折
目
正
し
く

雛
形

横
紙
破
り

こ
れ
ら
は
、
す
べ
て
折
形
の
用
語
で

す
。三

代
将
軍
徳
川
家
光
の
御
朱
印
状
は
、

厚
さ
が
１
０
０
分
の
55
㎜
も
あ
り
ま
す
。

一
般
の
書
道
用
半
紙
は
１
０
０
分
の
８

㎜
で
す
か
ら
、
い
か
に
厚
い
紙
で
あ
る

か
が
わ
か
り
ま
す
。
牛
の
皮
の
よ
う
に

厚
く
、
固
い
紙
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
檀

紙
に
は
凹
凸
の
シ
ボ
が
あ
り
ま
す
が
、

シ
ボ
に
対
し
て
筆
で
直
角
に
書
き
ま
す
。

厚
く
漉
か
れ
た
本
物
の
和
紙
は
、
も

の
す
ご
く
墨
を
吸
収
し
ま
す
。
で
す
か

ら
黒
光
り
す
る
程
、
濃
く
摺
っ
た
墨
を

た
っ
ぷ
り
つ
け
て
書
か
な
け
れ
ば
文
字

を
書
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
、

濃
い
墨
で
書
い
た
辞
令
を
〈
お
墨
付
き
〉

と
い
う
の
で
す
。

和
紙
は
も
の
す
ご
く
丈
夫
で
す
。
思

い
き
り
力
を
入
れ
て
も
、
ち
ょ
っ
と
破

け
な
い
ほ
ど
強
い
。
紙
衣

か
み
こ

と
い
っ
て
衣

装
に
も
使
わ
れ
、
東
大
寺
の
お
水
取
り

で
は
今
で
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

研
究
者
は
紙
に
書
か
れ
た
内
容
を
気

に
し
ま
す
が
、
私
は
紙
そ
の
も
の
が
気

に
な
る
。
手
の
目
と
い
い
ま
す
が
、
触

っ
て
み
て
、
腰
や
厚
さ
、
素
材
を
手
で

確
認
し
ま
す
。
そ
う
し
て
紙
を
じ
っ
く

り
見
る
こ
と
で
、
時
の
権
力
者
に
ふ
さ

わ
し
い
紙
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き

ま
す
。

な
ぜ
な
ら
実
際
に
こ
こ
ま
で
強
靭
な

紙
を
漉
こ
う
と
思
っ
た
ら
、
大
変
な
労

力
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
だ
ん

だ
ん
簀
の
目
が
詰
ま
っ
て
、
漉
き
桁
の

中
に
水
が
溜
ま
っ
た
状
態
に
な
る
。
そ

の
水
が
落
ち
る
ま
で
、
ず
っ
と
待
っ
て

い
る
の
は
、
な
か
な
か
し
ん
ど
い
作
業

で
す
。
腰
は
痛
く
な
る
し
、
生
産
性
は

落
ち
る
し
、
枠
は
傷
む
し
。
使
わ
れ
て

い
る
紙
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
が
多
い
か

少
な
い
か
は
、
こ
の
よ
う
に
紙
づ
く
り

の
現
場
を
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
左

右
さ
れ
る
の
で
す
。

私
は
、
今
で
は
つ
く
ら
れ
な
く
な
っ

た
紙
も
多
い
の
で
、
お
願
い
し
て
職
人

さ
ん
に
再
現
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

優
れ
た
職
人
さ
ん
の
良
い
と
こ
ろ
は
、

難
し
い
こ
と
で
も
執
念
を
燃
や
し
て
チ

ャ
レ
ン
ジ
し
て
く
れ
る
こ
と
で
す
ね
。

贈
る
心
を
包
む

折
形
と
は
、
こ
の
よ
う
な
礼
法
の
精

神
に
則
っ
て
、
贈
り
も
の
な
ど
を
和
紙

で
包
む
や
り
方
で
す
。
包
む
紙
に
も
ラ

ン
ク
が
あ
っ
て
、
必
要
と
さ
れ
る
紙
が

選
ば
れ
ま
し
た
。

『
貞
丈
雑
記
』
に
、

「
心
を
尽
く
し
て
取
り
調

と
と
の

え
る
を
、
馳

心を包む折形礼法47

〈
に
お
い
〉
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
平

安
時
代
に
十

じ
�
う

二に

単
ひ
と
え

の
袖
口
か
ら
ほ
ん
の

少
し
だ
け
重
ね
の
色
を
見
せ
て
い
た
よ

う
に
用
い
る
の
が
基
本
で
す
。
紙
の
使

い
分
け
や
色
目
の
組
み
合
わ
せ
に
は
目

的
に
応
じ
た
使
い
分
け
が
厳
し
く
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
色
と
紙
の
使
い
分
け
は

重
要
な
階
級
社
会
の
ス
テ
イ
タ
ス
で
も

あ
り
、
決
し
て
侵
し
て
は
い
け
な
い
最

も
厳
し
い
規
範
、〈
戒か

い

〉
と
さ
れ
ま
し

た
。
こ
う
し
て
階
級
社
会
が
維
持
さ
れ

て
き
た
の
で
す
。
武
家
で
も
上
位
の
折

形
で
は
、
公
家
文
化
の
影
響
を
受
け
白

の
紙
に
色
紙
を
重
ね
る
こ
と
が
行
な
わ

れ
ま
し
た
。

一
番
格
上
の
紙
は
、
あ
と
か
ら
ご
説

明
し
ま
す
が
檀
紙

だ
ん
し

で
、
次
が
奉
書
紙
で

す
。
奉
書
紙
は
シ
ボ
が
な
い
中
厚
の
楮

和
紙
、
引
き
合
わ
せ
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。

こ
れ
は
将
軍
や
大
名
が
決
定
事
項
を
伝

え
る
（
奉
じ
る
）
た
め
の
指
令
書
と
し
て

使
わ
れ
ま
し
た
。

紙
を
折
ら
な
く
な
っ
て
、
小
さ
く
、

薄
く
な
っ
て
い
く
に
つ
れ
、
格
が
低
く

な
り
ま
す
。
武
田
家
の
所
縁
の
寺
に
、

折
紙
付
き
の
書
状
や
御
朱
印
状
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
文
書
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、

幕
府
が
倒
れ
て
薩
長
政
権
に
な
っ
た
と

き
に
徳
川
時
代
の
檀
紙
の
朱
印
状
を
回

収
廃
棄
す
る
旨
の
命
令
書
に
は
、
奉
書

紙
の
下
の
格
で
あ
る
杉
原
紙
が
使
わ
れ

て
い
ま
し
た
。

紙
の
格
も
志
も
あ
っ
た
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
ね
。
目
的
と
心
持
ち
の
違
い



走
と
も
奔
走
と
も
い
う
。
馳
、
奔
、
走
、

三
字
と
も
走
る
と
読
む
な
り
」

と
あ
り
、
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
時
間

を
か
け
て
、
十
分
に
相
手
の
た
め
に
尽

く
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
お
い

し
い
食
べ
も
の
を
準
備
し
て
お
も
て
な

し
を
す
る
こ
と
を
〈
ご
馳
走
〉
と
い
う

よ
う
に
、
食
べ
も
の
の
ほ
か
に
贈
り
も

の
も
心
を
尽
く
し
て
調
え
た
の
で
す
。

自
分
の
時
間
を
小
切
り
に
し
て
相
手

に
贈
る
こ
と
が
第
一
義
で
、
大
切
な
の

は
物
で
は
な
い
。
で
す
か
ら
、
折
形
と

い
う
の
は
、
そ
の
気
持
ち
や
行
動
が
形

に
な
っ
た
ほ
ん
の
一
部
な
の
で
す
。

贈
り
も
の
を
す
る
と
き
に
最
も
大
事

な
の
は
、
心
を
込
め
て
自
ら
が
贈
り
も

の
を
選
ぶ
こ
と
。
そ
し
て
、
出
か
け
て

行
っ
て
お
祝
い
の
口
上
を
述
べ
る
こ
と

で
す
。
祝
儀
を
述
べ
る
こ
と
が
目
的
で
、

つ
い
で
に
贈
り
も
の
を
お
渡
し
す
る
。

そ
れ
ぐ
ら
い
、
口
上
を
述
べ
る
こ
と
は

大
切
な
こ
と
で
し
た
。
　

し
か
し
大
正
時
代
に
、
百
貨
店
が

〈
贈
答
〉
と
い
う
言
葉
を
考
案
し
ま
し

た
。
中
元
と
い
う
言
葉
も
、
も
と
も
と

道
教
の
も
の
な
の
に
仏
教
と
結
び
つ
け

て
夏
の
贈
り
も
の
の
意
味
に
し
ま
し
た
。

そ
の
商
魂
の
た
く
ま
し
さ
は
、
さ
す
が

に
水
平
に
広
が
る
の
で
〈
陰
〉
で
す
。

折
る
と
き
に
は
自
分
の
前
に
正
対
し
て

和
紙
を
置
き
、
天
と
地
を
守
り
な
が
ら
、

紙
の
向
き
を
変
え
ず
に
折
っ
て
い
く
の

が
基
本
で
す
。

も
の
を
差
し
上
げ
る
と
き
の
原
則
は
、

品
物
の
上
と
下
を
隠
さ
な
い
で
包
む
こ

と
。
例
外
と
し
て
粉
は
包
み
ま
し
た
。

お
金
は
紛
失
し
て
は
困
り
ま
す
か
ら
、

こ
の
包
み
隠
す
〈
粉
包
み
〉
を
応
用
し
、

明
治
以
降
考
案
さ
れ
た
折
形
で
す
。
金

子
は
包
む
も
の
で
す
か
ら
〈
一
包
み
〉

と
書
き
、
一
封
と
は
書
き
ま
せ
ん
。

一
方
、
隠
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も

で
す
。
西
欧
で
は
よ
く
ギ
ブ
＆
テ
イ
ク

と
い
わ
れ
ま
す
が
、
日
本
人
の
感
性
は

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
徹
底
し
て
与

え
る
こ
と
を
喜
び
と
し
ま
す
。
ど
こ
か

で
人
知
れ
ず
戻
っ
て
く
る
の
は
結
果
と

し
て
で
あ
っ
て
、
主
張
し
て
見
返
り
を

要
求
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
が
〈
徳
〉
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

古
来
、
折
形
礼
法
で
贈
ら
れ
た
の
は
、

主
に
日
常
使
う
絹
の
布
や
和
紙
、
扇
や

馬
具
、
弓
矢
の
羽
な
ど
の
消
耗
品
で
、

西
欧
社
会
の
よ
う
に
豪
華
な
金
品
で
は

な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
最
も
重
用
さ
れ

た
の
は
そ
の
日
、
最
初
に
咲
い
た
花
。

水の文化41『和紙の表情』 2012／07 48

荒々しい武家に対して、たお
やかな仮名書きで歌を詠んだ
公家。短冊には雁皮紙に装飾
を施したものが好まれ、恋文
や祝いの言葉として贈られた。
下：右の金銀を使った短冊は、
正二位・内大臣の三条西実世
筆（1511〜1579年）、左の〈打
雲〉の短冊は、後水尾天皇朝
の歌人で従一位の飛鳥井雅章
筆（山根一城さん所蔵）。草木
染めの色雁皮紙を、十二単の
装束の色彩と同様、格式に添
って使い分けていたという。

真
っ
赤
に
紅
葉
し
た
紅
葉

も
み
じ

も
同
様
に
、

大
切
に
さ
れ
ま
し
た
。
公
家
も
武
家
も
、

自
然
界
か
ら
の
貴
重
な
賜
わ
り
も
の
を

最
も
尊
重
し
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

包
む
も
の
の
性
質
、
陰
と
陽
に
合
わ

せ
て
、
折
り
方
も
使
い
分
け
ま
す
。
木

の
花
は
幹
が
円
筒
形
で
、
地
面
か
ら
天

に
向
か
っ
て
垂
直
に
伸
び
る
の
で
〈
陽
〉。

丸
め
た
反
物
や
弓
矢
な
ど
も
〈
陽
〉
と

さ
れ
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
地
面
に
水
平
に
広

が
る
草
花
は
〈
陰
〉。「
平
ら
き
も
の
」

と
呼
ば
れ
る
折
り
畳
ん
だ
布
な
ど
も
地



ら
何
代
後
に
な
っ
て
も
恥
に
な
る
か
ら

で
す
。
信
頼
関
係
に
根
差
し
た
、
知
恵

に
あ
ふ
れ
た
暮
ら
し
で
す
。

私
は
そ
こ
に
戻
れ
と
は
言
い
ま
せ
ん

が
、
少
し
捨
て
過
ぎ
て
い
る
気
が
し
ま

す
。
そ
れ
は
、
自
分
た
ち
が
持
っ
て
い

る
宝
に
気
づ
か
ず
に
、
西
欧
的
な
価
値

観
に
染
ま
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
な
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
、
私
は

「
日
本
人
の
顔
を
し
た
西
洋
人
」
と
表

現
す
る
の
で
す
。

例
え
ば
、
日
本
人
の
間
合
い
は
90
㎝
、

西
欧
で
は
１
２
０
㎝
で
す
。
西
欧
で
１

２
０
㎝
の
間
合
い
を
取
る
の
は
、
手
を

出
し
て
も
届
か
な
い
距
離
を
取
る
た
め

で
す
。
日
本
人
は
究
極
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
を
取
れ
る
距
離
と
し
て
90
㎝

ま
で
近
づ
く
。
そ
も
そ
も
発
想
が
違
う

ん
で
す
。
私
自
身
、
外
国
に
長
く
い
ま

し
た
か
ら
、
そ
の
違
い
が
わ
か
り
ま
す
。

し
か
し
、
ふ
と
帰
っ
て
き
た
く
な
っ
た

の
は
、
日
本
の
価
値
観
の
良
さ
が
わ
か

っ
て
き
た
か
ら
で
す
。

折
形
礼
法
に
は
、
日
本
で
醸
成
さ
れ

た
感
性
や
発
想
が
凝
縮
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
学
ぶ
こ
と
で
、
生
き
方
を
見
直

す
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
、
こ
れ
に
勝
る

幸
せ
は
あ
り
ま
せ
ん
。

み
ん
な
が
、
消
費
者
か
ら
利
用
者
に

な
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

取
材：

２
０
１
２
年
４
月
12
日

の
は
、
情
報
。
つ
ま
り
手
紙
は
、
封
を

し
て
〈
親
展
〉
と
す
る
。
袋
と
い
う
の

は
封
筒
で
、
書
簡
の
た
め
の
包
み
で
あ

っ
て
、
金
銭
を
贈
る
た
め
の
包
み
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
包
み
と
袋
と
は
用
途
が

別
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
の
し
袋
に

お
金
を
入
れ
る
の
は
、
本
来
、
誤
り
。

ポ
チ
袋
を
祝
儀
袋
と
す
る
の
も
、
間

違
い
で
す
。
ポ
チ
袋
は
、
大
阪
で
芸
人

に
「
こ
れ
ぽ
っ
ち
」
と
言
っ
て
渡
し
た

祝
儀
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
袋
で
す
。
最

近
は
主
流
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、

二
重
の
意
味
で
間
違
っ
て
い
ま
す
。

農
家
の
副
業
と
し
て
の
紙

礼
法
で
使
う
紙
で
す
が
、
も
と
は
貴

族
と
武
家
の
も
の
で
す
か
ら
、
一
般
の

人
は
使
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、

江
戸
時
代
に
入
っ
て
幕
藩
体
制
に
な
る

と
、
一
気
に
普
及
し
ま
す
。
紙
づ
く
り

が
農
業
の
副
業
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。

そ
れ
で
折
形
も
書
も
、
一
般
に
普
及
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
木
版
摺

り
の
技
術
が
発
達
し
て
紙
の
需
要
が
大

き
く
な
り
ま
し
た
。

農
家
で
の
和
紙
漉
き
は
副
業
で
す
か

ら
粗
悪
品
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
福
井

の
越
前
な
ど
が
今
も
産
地
と
し
て
残
っ

て
い
る
の
は
、
農
家
の
副
業
で
は
な
く
、

上
質
な
紙
を
専
門
に
御
所
や
将
軍
家
の

た
め
に
専
門
に
漉
い
て
い
た
た
め
で
す
。

紙
屋
紙

か
ん
や
が
み

（
官
屋
紙
）
と
も
呼
ば
れ
る
専

用
紙
で
す
。
公
的
な
紙
製
造
部
門
で
あ
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外
に
持
っ
て
い
っ
た
ら
、
こ
の
良
さ
を

生
か
せ
る
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
は
い
っ
ぱ

い
い
る
と
思
い
ま
す
。

引
っ
越
し
の
挨
拶
に
行
っ
て
も
、
拒

否
さ
れ
る
時
代
で
す
。
他
人
と
か
か
わ

る
こ
と
を
拒
否
す
る
社
会
だ
か
ら
、
い

ざ
と
い
う
と
き
の
支
援
も
な
い
。
だ
か

ら
、
知
恵
も
伝
承
さ
れ
る
機
会
が
少
な

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

一
方
、
江
戸
時
代
と
い
う
の
は
安
定

し
た
平
和
な
時
代
で
し
た
か
ら
、
余
裕

が
で
き
て
知
恵
が
伝
承
さ
れ
ま
し
た
。

町
民
の
暮
ら
し
に
は
、
無
駄
が
ま
っ
た

く
あ
り
ま
せ
ん
。
リ
サ
イ
ク
ル
と
か
リ

ユ
ー
ス
で
は
な
く
、
徹
底
的
に
使
い
尽

く
す
の
で
す
。
東
北
で
見
つ
か
っ
た
ど

て
ら
に
、
ツ
ギ
が
６
５
０
枚
も
当
て
ら

れ
て
い
た
、
と
い
う
報
告
も
あ
り
ま
す
。

よ
ほ
ど
上
等
な
も
の
な
ら
現
代
で
も
カ

ケ
ハ
ギ
も
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
だ
っ
て
せ
い
ぜ
い
１
回
ぐ
ら
い
な

も
の
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
手
間
を
か
け

る
ま
で
も
な
い
よ
う
な
質
の
も
の
な
ら

捨
て
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
を
６
５
０

枚
も
継
ぎ
を
当
て
て
、
地
の
生
地
が
見

え
な
い
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
も
捨
て
な
い
。

大
切
に
す
る
。

鍋
の
鋳
掛
け
や
キ
セ
ル
の
修
理
、
漆

の
塗
り
替
え
な
ど
、
町
中
に
は
、
修
理

し
て
使
い
続
け
る
た
め
の
仕
組
み
が
機

能
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
も
、
絶
対
に

手
抜
き
を
し
な
い
修
理
法
で
す
。
万
が

一
手
抜
き
を
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
し

ま
っ
た
ら
、
顔
が
見
え
る
関
係
で
す
か

る
紙
屋
院

か
ん
や
い
ん

で
は
、
朝
廷
な
ど
の
用
向
き

に
充
て
る
和
紙
や
中
古
和
紙
で
あ
る
漉

返
紙
な
ど
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

江
戸
に
近
い
所
で
い
え
ば
、
山
梨
の

市
川
大
門
。
６
０
０
人
の
紙
漉
職
人
が

い
た
と
い
い
ま
す
。
も
と
は
武
田
信
玄

の
工
人
で
し
た
が
、
後
に
家
康
の
専
用

紙
と
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
つ
く
ら
れ

て
い
た
の
が
肌
吉
紙

は
だ
よ
し
が
み

。
私
も
オ
ー
ダ
ー

メ
イ
ド
で
つ
く
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

紙
の
最
高
位
が
紙
屋
紙
と
す
れ
ば
、

暮
ら
し
に
一
番
身
近
な
紙
は
典
具
帖
紙
。

幻
の
和
紙
と
い
わ
れ
る
土
佐
の
典
具
帖

紙
は
、
上
等
な
鼻
紙
で
す
。
同
じ
よ
う

な
薄
紙
は
、
吉
野
で
つ
く
れ
ば
吉
野
紙

と
い
わ
れ
、
京
花
紙
と
い
う
美
し
い
表

現
も
さ
れ
ま
し
た
。
何
度
も
乾
か
し
て
、

と
き
に
は
水
洗
い
し
て
、
繰
り
返
し
て

使
い
ま
し
た
。

枕
紙
に
も
使
わ
れ
、
遊
郭
で
は
遊
女

に
も
格
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
一
番
上

の
遊
女
が
使
っ
た
枕
紙
を
、
洗
っ
て
乾

か
し
て
、
次
の
位
の
遊
女
に
お
下
が
り

と
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
を
何
回
か
繰
り

返
し
て
、
最
後
に
は
漉
き
直
し
て
落
と

し
紙
に
し
ま
し
た
。
大
福
帳
や
写
経
紙

な
ど
も
、
真
っ
黒
に
な
る
ま
で
使
う
と

漉
き
直
し
て
、
漉
返
紙

す
き
か
え
し
か
み

に
し
ま
し
た
。

遊
郭
の
入
口
に
あ
る
浅
草
で
は
、
枕

紙
を
大
福
帳
な
ど
の
古
紙
と
併
せ
て
落

と
し
紙
に
漉
き
返
し
て
い
ま
し
た
。
水

洗
ト
イ
レ
が
普
及
さ
れ
る
ま
で
使
わ
れ

て
い
た
ネ
ズ
ミ
色
の
紙
が
浅
草
紙
で
し

た
。
地
名
と
由
来
か
ら
来
た
紙
の
呼
称

で
す
。

典
具
帖
紙
は
、
イ
タ
リ
ア
で
は
壁
画

の
修
復
に
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
タ
イ

プ
ラ
イ
タ
ー
の
カ
ー
ボ
ン
紙
の
後
ろ
に

も
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
あ
れ
だ
け
き

つ
く
打
た
れ
て
も
切
れ
な
い
丈
夫
な
紙
。

も
と
も
と
は
、
漆
の
濾
し
紙
と
し
て
も

使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

日
本
人
の
感
性
を
取
り
戻
す

紙
は
徹
底
的
に
使
い
回
さ
れ
、
リ
サ

イ
ク
ル
す
る
の
が
基
本
で
し
た
が
、
祝

い
事
は
一
生
に
１
回
の
こ
と
で
す
か
ら
、

使
い
回
し
し
な
い
で
燃
や
し
ま
す
。
燃

や
す
と
い
う
の
は
、
土
に
還
す
と
い
う

意
味
で
す
。
伊
勢
神
宮
の
神
様
の
食
器

は
泥
土
器

ど
ろ
か
わ
ら
け

で
す
が
、
毎
食
割
っ
て
土
に

還
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
使
い
回
さ
な

い
場
合
で
も
、
土
に
還
し
て
無
駄
に
は

し
ま
せ
ん
で
し
た
。

私
が
企
業
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
業
務

か
ら
折
形
礼
法
の
世
界
に
転
じ
た
の
は
、

す
べ
て
の
価
値
観
が
お
金
に
な
っ
て
い

く
中
で
、
な
い
が
し
ろ
に
し
て
、
失
っ

て
し
ま
っ
た
大
切
な
も
の
に
も
う
一
度

光
を
当
て
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

両
方
の
価
値
観
が
わ
か
っ
て
い
る
立
場

か
ら
私
が
語
る
こ
と
で
、
少
し
は
耳
を

傾
け
て
く
だ
さ
る
の
で
は
な
い
か
、
と

期
待
し
て
い
ま
す
。

今
の
時
代
に
は
、
材
料
か
ら
時
間
を

か
け
て
つ
く
る
和
紙
は
、
採
算
が
合
わ

な
い
と
敬
遠
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
海


