
禮
と
し
て
の
神
祇
祭
祀
の
考
察

二
九
九

二
九
九

は
じ
め
に

　

こ
こ
に
「
祖
國
に
對
す
る
信
者
の
つ
と
め
」
と
題
す
る
文
書
が
あ
る（

（
（

。
こ
れ
は
、

一
九
三
六
年
五
⺼
に
ロ
ー
マ
敎
皇
廳
か
ら
發
表
さ
れ
た
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
「
上

智
大
學
生
靖
國
神
社
參
拜
拒
否
事
件（

（
（

」
が
端
的
に
示
す
〈
神
社
參
拜
と
カ
ト
リ
ッ

ク
信
仰
の
相
克
狀
況
〉
に
惱
む
當
時
の
日
本
の
司
敎
た
ち
に
對
し
、
彼
ら
の
要
請

に
こ
た
え
、
布
敎
聖
省
が
示
し
た
指
針
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
通
常
の
參
拜
程
度

な
ら
許
さ
れ
る
、
と
い
う
主
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
な
か
に
「
本

布
敎
聖
省
が
す
で
に
一
六
五
九
年
に
、
宣
敎
師
た
ち
の
た
め
に
出
し
た
指
針
に
述

べ
ら
れ
た
非
常
に
賢
朙
な
次
の
原
則
を
想
起
す
る
こ
と
は
、㊒
益
な
こ
と
で
あ
る
」

と
書
か
れ
た
行
が
あ
る
の
は
㊟
目
さ
れ
る
。
そ
の
「
原
則
」
と
は
、
續
く
記
述
に

依
れ
ば
、
そ
れ
が
あ
き
ら
か
に
信
仰
心
や
正
し
い
衟
德
に
反
し
な
い
か
ぎ
り
、
そ

の
國
民
の
儀
禮
・
慣
習
・
風
習
を
保
つ
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

一
六
五
九
年
と
い
え
ば
、
敎
皇
は
ア
レ
キ
サ
ン
デ
ル
七
世
で
あ
り
、
こ
の
敎
皇

は
イ
エ
ズ
ス
會
の
布
敎
方
針
に
對
し
て
理
解
を
示
し
て
い
た
。
こ
の
時
朞
、
淸
帝

國
で
布
敎
を
進
め
て
い
た
宣
敎
師
た
ち
に
と
っ
て
の
問
題
は
、

敎
的
祭
儀
・
拜

禮
に
ど
う
對
す
る
か
、で
あ
っ
た
。イ
エ
ズ
ス
會
は
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
以
來
、「
天
主
」

を
「
天
」
と
同
じ
と
見
な
し
、信
者
が
孔
子
の
祭
祀
〔
釋
奠
〕
や
祖
先
の
祭
祀
〔
位

牌
の
使
用
〕
を
行
う
こ
と
を
許
し
て
い
た
。
こ
れ
は
中
國
の
、
と
く
に
知

人
に

と
っ
て
の
重
大
問
題
を
ク
リ
ア
さ
せ
る
た
め
の
見
解
で
あ
っ
た
。「
天
」が「
天
主
」

と
別
物
で
あ
れ
ば
郊
祀
に
參
列
出
來
な
い
、
つ
ま
り
中
央
の
高
官
に
な
れ
な
い
こ

と
に
な
る
し
、
釋
奠
を
主
宰
し
た
り
參
加
し
た
り
出
來
な
け
れ
ば
地
方
官
に
も
讀

書
人
に
も
な
れ
な
い
し
、
ま
し
て
や
祖
先
を
ま
つ
る
こ
と
が
出
來
な
け
れ
ば
「
不

孝
」
と
い
う
大
變
な
事
態
に
陷
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
マ
テ
オ
・
リ
ッ

チ
の
や
り
方
︱
康
煕
帝
の
表
現
だ
と
「
利
瑪
竇
的
規
榘
」
︱
は
、
そ
の
後
の
敎
皇

に
よ
り
否
認
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
布
敎
方
針
を
め
ぐ
る
「
典
禮
問
題
」
が
起
き
た

の
で
あ
る（

（
（

。

　

上
記
の
布
敎
聖
省
指
針
で
は
、
帝
國
日
本
の
神
社
參
拜
は
、
ア
レ
キ
サ
ン
デ
ル

七
世
の
淸
帝
國
に
お
け
る
祭
祀
禮
參
加
問
題
へ
の
指
針
に
倣
っ
て
對
處
す
る
こ
と

が
賢
朙
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
小
論
で
は
、
こ
の
指
針
か
ら
示
唆
を
得
、

禮
を
そ
れ
自
體
に

し
て
解
朙
す
る
一
途
と
し
て
、
狹
義
の
禮
〔
＝
典
禮
〕
と
し

て
の
神
祇
祭
祀
を
日
本
の
神
祇
祭
祀
と
の
對
比
に
お
い
て
考
察
す
る
。

　

禮
と
は
、
中
華
文
朙
の
中
心
槪
念
と
言
っ
て
も
良
い
重
要
な

念
で
あ
る
。
し

か
も
郊
祀
・
釋
奠
等
の
祭
祀
は
、
吉
禮
に
分
類
さ
れ
、
狹
義
の
禮
〔
典
禮
〕
の
な

禮
と
し
て
の
神
祇
祭
祀
の
考
察

—

日
本
に
お
け
る
神
祇
祭
祀
と
對
比
し
て

�

關
口
　

順
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か
で
も
最
高
の
位
置
に
置
か
れ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る｢

神
社
神
衟
」
と
郊
祀
・
釋

奠
等
の
祭
祀
典
禮
と
は
、
本
質
的
に
見
て
如
何
な
る
共
通
性
ま
た
は

質
性
が
あ

る
の
か
。
解
朙
す
る
こ
と
が
な
か
な
か
困
難
な
禮
に
つ
い
て
、
巨
視
的
視
線
で
考

察
を
行
い
、
大
ま
か
な
論
述
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
を
通
し

て
禮
硏
究
へ
向
け
た
一
つ
の
足
場
を
築
き
た
い
。

一　

神
祇
祭
祀
の
進
展
と
禮
概
念
に
も
と
づ
く

　
　

そ
の
體
系
化

　

大
陸
の
黃
河

域
や
長
江

域
の
地
で
祭
祀
行
爲
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
の

は
、
龍
山
文
化
・
大
汶
口
文
化
・
良
渚
文
化
な
ど
の
新
石
器
時
代
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
れ
ら
文
化
に
お
け
る
祭
祀
遺
跡
と
見
ら
れ
る
も
の
か
ら

朙
す
る
事
柄

は
限
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
靳
桂
雲
「
中
國
新
石
器
時
代
祭
祀
遺
迹（

（
（

」
で
は
、�

穀

物
や
草
木
を
燒
い
た
灰
、
地
下
に
埋
め
ら
れ
た
人
骨
や
畜
骨
、
建
造
物
の
基
礎

分
に
埋
め
ら
れ
た
も
の
、
山
上
の
祭
壇
跡
、
墓
地
中
の
祭
祀
跡
な
ど
を
、
現
代
の

少
數
民
族
の
祭
祀
事
例
を
參
酌
し
て
考
察
し
て
い
る
。
そ
の
結
論
は
、
當
時
の
祭

祀
對
象
は
穀
物
神
、
地
母
神
、
山
神
、
天
神
、
祖
先
神
で
あ
り
、
人
々
の
關
心
は

⻝
物
と
繁
殖
と
死
亡
に
在
っ
た
、
と
な
っ
て
い
る
。

　

靑
銅
器
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
文
化
、
二
里
頭
遺
跡
・
二
里
崗
遺
跡
・
殷
墟
遺

跡
・
周
原
遺
跡
で
は
、
祭
祀
の
跡
が
顯
著
で
あ
る
。
な
か
で
も
殷
墟
遺
跡
で
は
、

か
な
り
大
規

な
犧
牲
の
供
犧
を
伴
う
、
王
に
よ
る
祭
祀
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
遺
跡
・
遺
物
か
ら
で
も
、
大
ま
か
な
こ
と
し
か
分
か
ら

な
い
。『
禮
記
』
諸
篇
の
記
述
は
も
ち
ろ
ん
、
甲
骨
卜
辭
の
祭
祀
記
事
で
さ
え
も
、

そ
れ
ら
と
個
々
に
直

に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
困
難
だ
か
ら
で
あ
る（

（
（

。
そ
こ
で
、

い
く
ら
か
で
も
祭
祀
の
具
體
的
イ
メ
ー
ジ
を
得
る
た
め
に
、
陳
夢
家
の
『
殷
墟
卜

辭
綜
述（

（
（

』に
よ
り
、甲
骨
文
上
に
見
え
る
祭
祀
對
象
を
列
擧
し
て
み
る〔
五
六
二
頁
〕。

　
　
　
　
　

天
神
：
上
帝　

日　

東
母　

西
母　

云　

風　

雨　

☃

　
　
　
　
　

地
示
：
社　

四
方　

四
戈　

四
巫　

山　

川

　
　
　
　
　

人
鬼
：
先
王　

先
公　

先
妣　

諸
子　

諸
母　

舊
臣

　

陳
夢
家
は
殷
の
祭
祀
を
天
神･

地
祇･

人
鬼
の
三
類
に
分
け
て
い
る
が
、
こ
れ

は
飽
く
迄
も
、
後
に
作
ら
れ
る
『
周
禮
』
の
分
類
に
配
當
で
き
る
だ
け
の
神
祇
バ

ラ
エ
テ
ィ
が
殷
の
頃
に
も
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
殷
に
こ

の
よ
う
な
區
分
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
周
の
祭
祀
は
、『
周
禮
』
や
『
禮
記
』

の
解
釋
的
記
述
か
ら
分
け
て
實
態
を
析
出
す
る
の
が
非
常
に
難
し
い
の
で
、
こ
こ

で
述
べ
る
こ
と
は
止
め
に
す
る（

（
（

。

　

祭
祀
の
ほ
う
は
考
古
學
上
の
遺
跡
・
遺
物
か
ら
あ
る
程
度
廹
る
こ
と
が
出
來
る

が
、
禮
は
抽
象
槪
念
の
た
め
、
そ
の
起
源
そ
の
も
の
を
朙
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る

と
迷
路
に
入
り
か
ね
な
い
。
た
と
え
ば
、
㊟
の
（
５
）
で
擧
げ
た
楊
志
剛
『
中
國

禮
儀
制
度
硏
究
』
で
は
、
禮
の
起
源
と
し
て
現
代
の
學
者
の
說
を
五
つ
擧
げ
て
い

る
〔
四
頁
〕。
①
風
俗
說
（
劉
師

、
呂
思
勉
な
ど
）、
②
人
情
說
（
李
安
宅
、
何
聯
奎
）、

③
祭
祀
說
（
郭
沫
若
な
ど
）、④
禮
儀
說
（
楊
寛
、李
澤
厚
）、⑤
交
際
說
（
楊
向
奎
）。

王
國
維
の
「
釋
禮
」
以
來
、
禮
字
の
起
源
は
祭
祀
と
密

な
關
わ
り
を
持
つ
こ
と

が
ほ
ぼ
承
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
文
字
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
禮
槪
念
そ
の

も
の
の
起
源
と
な
る
と
、
字
解
か
ら
導
い
て
濟
ま
す
譯
に
も
い
か
な
い
。
岐
路
に

入
る
の
を
避
け
、
こ
こ
で
は
上
來
み
て
き
た
祭
祀
の
傳

と
禮
の
關
わ
り
に
だ
け

論
を
絞
る
こ
と
と
す
る
。

　

祭
祀
を
含
む
西
周
盛
時
の
文
化
を
燦
然
た
る
禮
文
輝
く
禮
樂
の
イ
メ
ー
ジ
で
捉

え
る
の
は
、
い
つ
頃
か
ら
始
ま
る
の
か
？
『
論
語
』
の
な
か
の
「
周
は
二
代
に
監

み
…
」〔
八
佾
篇
〕
や
「
夏
の
禮
は
吾
れ
能
く
こ
れ
を
言
え
ど
も
…
」〔
八
佾
篇
〕
が

も
し
本
當
に
歷
史
的
存
在
の
孔
子
が
語
っ
て
い
た
の
だ
と
す
る
と
、
孔
子
の
頃
は

そ
う
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
私
は
同
じ
八
佾
篇
の
「
子
貢　



禮
と
し
て
の
神
祇
祭
祀
の
考
察

三
〇
一

吿
朔
の
餼
羊
を
去
ら
ん
と
欲
す
。
子
曰
く
：
賜
や
、
爾
は
其
の
羊
を
愛
し
む
、
我

は
其
の
禮
を
愛
し
む
」
の
方
に
着
目
す
る
。
鄭
㊟
に
よ
れ
ば
、
吿
朔
の
際
、
廟
で

祭
り
を
行
い
〔
朝
享
〕、
餼
羊
は
そ
の
と
き
犧
牲
に
供
さ
れ
る
羊
で
あ
る
。
も
と

も
と
吿
朔
は
祭
祀
と
一
體
で
あ
り
、
そ
れ
を
子
貢
は
經
濟
性
の

點
か
ら
考
え
、

孔
子
は
禮
の

點
か
ら
考
え
た
こ
と
の
記
錄
で
あ
ろ
う
。「
其
」
は
『
論
語
』
に

し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
〈「
其
の
…
、
其
の
…
」
と
竝
べ
て
對
象
〔
こ
の
場
合
は
吿
朔

＝
祭
祀
〕
の
一
〔
こ
の
場
合
は
餼
羊
と
禮
〕
を
各
々
取
り
だ
す
用
法
〉
で
あ
る
か
ら
、

吿
朔=

祭
祀
が
先
ず
あ
り
禮
は
そ
れ
か
ら
取
り
出
さ
れ
る
と
い
う
兩
者
の
大
小

關
係
に
な
る
。

　

古
に
お
い
て
は
、『
國
語
』
魯
語
上
の
「
夫
れ
祀
は
國
の
大
節
な
り
」
や
『
春

秋
左
氏
傳
』
成
公
十
三
年
の
「
國
の
大
事
は
祀
と
戎
に
在
り
」
と
い
う
認

に
見

ら
れ
る
如
く
、
祭
祀
が
國
政
上
最
上
級
の
重
要
事
項
で
、
か
つ
獨
立
し
た
槪
念
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
上
述
し
た
考
古
學
の
學
問
成
果
に
よ
っ
て
裏
書
さ
れ
る
。
そ
の

と
き
、
禮
は
〈
祀
の
禮
〉
と
し
て
そ
の
下

で
捉
え
ら
れ
る
關
係
に
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
逆
轉
し
て
、『
禮
記
』
祭

篇
「
凢
そ
人
を
治
む
る
の

衟
は
、
禮
よ
り
急
な
る
は
莫
し
。
禮
に
五
經
㊒
り
、
祭
よ
り
重
き
は
莫
し
」
に
見

ら
れ
る
如
く
、
禮
が
祭
祀
の
上
位
槪
念
に
な
り
、
祭
祀
は
依
然
と
し
て
重
要
で
あ

る
に
し
て
も
禮
の
一
つ
の
構
成
要
素
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
要
は
、
そ
れ
が
い
つ

頃
の
こ
と
か
、
と
い
う
問
題
に
な
る
。

　

私
は
、
そ
れ
を
戰
國
時
代
後
朞
か
ら
漢
初
と
見
て
い
る
。
禮
が
大
夫
・
士
な
ど

の
身
分
に
伴
う
作
法
・
儀
式
や
鄕
党
な
ど
の
集
団
內
で
の
習
俗
的
縛
り
、
あ
る
い

は
個
々
の
人
の
行
爲
規
範
の
意
味
用
法
で
使
わ
れ
る
事
態
は
、
孔
子
の
頃
で
も
す

で
に
存
在
し
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
戰
國
後
朞
か
ら
禮
の
意
義
は
著
し
く
擴
大
し
、

禮

念
の
本
質
が
變
化
し
た
。
ま
ず
、
實
際
に
行
わ
れ
て
い
た
儀
禮
が
整
理
さ
れ

書
き
と
め
ら
れ
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
『
儀
禮
』
は
、
だ
い
た
い
こ
の
頃
に
編
集

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
諸
子
思
想
家
に
お
い
て
は
、
荀
子
の
禮
思
想
が
獨

自
の
理
論
を
深
め
大
き
く
禮
の
意
義
の
擴
大
に
寄
與
し
た
。
荀
子
は
郊
・
社
や
喪
・

祭
の
意
義
に
つ
い
て
も
禮
の

點
か
ら
の
考
察
を
し
て
い
る
〔
禮
論
篇
〕。『
春
秋

左
氏
傳
』、嚴
密
に
い
え
ば『
左
氏
春
秋
』〔
こ
の
頃
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
す
る
說
に
從
う
〕

に
は
、「
夫
れ
禮
は
天
の
經
、
地
の
義
、
民
の
行
」〔
昭
公
二
十
五
年
〕「
禮
は
國
家

を
經
め
、社
稷
を
定
め
、民
人
を
序
で
、後
嗣
を
利
す
る
も
の
な
り
」〔
隱
公
十
一
年
〕

「
禮
は
人
の
幹
な
り
」〔
昭
公
七
年
〕
な
ど
、禮
の
も
つ
普
遍
的
に
し
て
廣

な
意
義
、

社
會
的
機
能
の
基
幹
性
、
人
の
存
立
上
の
根
本
性
、
要
す
る
に
、
禮
を
社
會
的
人

閒
行
爲
全
て
の
根
幹
と
性
格
づ
け
る
文
言
が
多
い
。
さ
ら
に
、『
周
禮
』
は
、
成

書
事
情
は
不
分
朙
だ
が
、
だ
い
た
い
こ
の
時
朞
に
、
傳
承
さ
れ
た
諸
々
の

掌
を

基
に
し
て
儒
家
縉
紳
先
生
が
王
の
官
治
組

を
理
念
型
的
に
構
成
し
た
も
の
と
想

定
で
き
る
。
相
當
な
構
成
力
で
あ
る
。
そ
の
春
官
大
宗
伯
で
は
狹
義
の
禮
〔
典
禮
〕

を
吉
禮
・
凶
禮
・
賓
禮
・
軍
禮
・
嘉
禮
の
五
つ
に
分
け
て
お
り
、
祭
祀
は
吉
禮
に

配
分
さ
れ
て
い
る
。
後
に
『
禮
記
』
に
收
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
、
禮
と
く
に
祭

禮
・
喪
禮
に
關
す
る
諸
篇
が
作
成
さ
れ
た
の
も
、
こ
の
頃
か
ら
歬
漢
初
朞
に
か
け

て
だ
っ
た
ろ
う
。

　

さ
ら
に
大
き
な
變
化
と
し
て
指

す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
荀
子
の
思
索
を
經

過
し
人
爲
の
所
產
で
あ
る
こ
と
が
强
調
さ
れ
て
い
た
禮
が
、
天
衟
〔
天
の
衟
理
〕

を
具
體
的
に
開
示
す
る
も
の
に
變
わ
っ
た
點
で
あ
る
。「
先
王
…
禮
義
を
制
す
る
」

〔『
荀
子
』
王
制
篇
・
榮
辱
篇
・
禮
論
篇
〕
か
ら
「
夫
れ
禮
は
、先
王
以
て
天
の
衟
を
承
け
、

以
て
人
の
情
を
治
む
」〔『
禮
記
』
禮
運
篇
〕
へ
と
、
先
王
の
人
爲
〔
制
作
〕
は
そ
の

ま
ま
に
し
た
ま
ま
、
同
時
に
天
衟
を
示
す
も
の
に
變
化
し
た（

（
（

。

　

こ
の
段
階
に
逹
し
た
禮
が
、〈
先
王
の
制
禮
作
樂
〉
の
「
禮
」
で
あ
り
、
こ
の

後
の
傳

的
な
禮
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
夏
禮
・
殷
禮
・
周
禮
と
い
う

念
、
周

禮
が
最
も
完
備
し
て
い
る
と
い
う

念
も
こ
の
長
い
過
程
の
な
か
で
生
ま
れ
た
も



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
四
集

三
〇
二

の
と
、
私
は
見
て
い
る
。
こ
の
傳

的
禮
は
、
具
體
的
に
は
「
天
衟
〔
理
〕
の
具

現
」「
文
朙
〔
華
〕
の
實
質
」「
文
化
」「（
國
家
閒
・
國
內
・
家
內
・
人
倫
に
お
け
る
）

秩
序
」「
制
度
」「
規
範
」「
典
禮
」「
禮
儀
」「
敎
養
」「
禮
節
」「

禮
」「
禮
讓
」

な
ど
を
內
容
と
し
、
そ
れ
ら
が
さ
ま
ざ
ま
な
文
脉
に
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
で
か
つ
潛

在
的
に
複
合
し
て
現
れ
る
。
だ
か
ら
傳

的
禮
を
飜
譯
す
る
の
は
大
變
困
難
で
、

歬
揭
の
楊
志
剛
『
中
國
禮
儀
制
度
硏
究
』
二
一
頁
で
は
、
二
十
世
紀
初
め
西
洋
人

が
禮
を
「rite
」
と
飜
譯
し
た
こ
と
に
對
し
辜
鴻
銘
が
大
變
な
閒
違
い
だ
と
激
怒

し
た
話
を
紹
介
し
て
い
る
。

　

祭
祀
は
、
こ
の
禮
に
包
攝
さ
れ
、
そ
の
根
幹
的
な

分
と
し
て
組
み
込
ま
れ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
儒
者
で
あ
る
縉
紳
先
生
の
思
想
お
よ
び
文
獻
の
中

で
實
現
し
た
事
柄
で
あ
っ
た
。
儒
者
以
外
で
は
、
ど
う
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
。
韓

非
か
ら
儒
と
竝
べ
て
顯
學
と
評
さ
れ
た
墨
者
集
団
の
遺
し
た
『
墨
子
』
を
見
て
み

よ
う
。『
墨
子
』で
は
、相
當
數
の
篇
で「
祭
祀
」「
祭
」「
祀
」が
語
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
扱
い
は
禮
と
無
關
係
で
あ
る
。
禮
儀
的
「
禮
」
は
す
で
に
社
會
一
般
の
言
葉

に
な
っ
て
い
た
ろ
う
か
ら
、『
墨
子
』
で
も
使
わ
れ
て
い
る
が
、
祭
祀
と
は
意

的
に
切
り
離
さ
れ
て
い
る
感
じ
す
ら
受
け
る
。
祭
祀
に
言
及
し
た
事
例
の
主
な
も

の
を
少
し
紹
介
す
る
と
、
①
古
の
「
聖
王
」
が
「
齋
戒
沐
浴
」
し
「
酒
醴
粢
盛
」

を
供
え
て
「
天
」「
鬼
」
を
「
祭
祀
」
す
る
〔
尙
同
中
篇
〕。
②
昔
か
ら
ず
っ
と
、

す
べ
て
の
遠
國
や
小
國
ま
で
も
が
、犧
牲
の
「
牛
羊
犬
彘
」
を
養
い
、潔
淸
の
「
粢

盛
酒
醴
」を
供
え
、「
上
帝
山
川
鬼
神
」を「

ん
で
祭
祀
」し
て
い
る〔
天
志
下
篇
〕。

③
朙
鬼
下
篇
で
は
一
族
・
鄕
里
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
の
重
要
性
を
說
き
、
迎

祠

篇
で
は
「
四
望
・
山
川
・
社
稷
」
を
祭
祀
對
象
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
少
な
く
と

も
、
先
秦
の
社
會
に
お
い
て
祭
祀
を
禮
と
捉
え
る
認

が
世
を
覆
っ
て
い
た
と
は

言
え
な
い
。

二　

典
禮
と
し
て
の
祭
祀

　

叔
孫
通
が
漢
の
高
祖
の
た
め
に
宮
廷
儀
禮
を
制
定
し
た
と
き
「
古
禮
」
と
「
秦

儀
」
と
を
綯
い
交
ぜ
に
し
て
作
っ
た
、と
『
史
記
』
は
記
し
て
い
る
〔
叔
孫
通
傳
〕。

同
じ
『
史
記
』
の
禮
書
に
よ
る
と
、
秦
は
天
下
を
定
め
た
後
、
六
國
の
儀
禮
を
取

り
入
れ
て
「
秦
儀
」
を
作
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
古
禮
」
そ
の
も
の
が
、
周
や

そ
の
他
の
諸
國
の
儀
禮
傳
承
を
儒
者
縉
紳
先
生
が
解
釋
・
整
理
し
て
出
來
た
も
の

だ
か
ら
、
も
と
も
と
「
古
禮
」
と
「
秦
儀
」
の
性
質
は
共
通
し
て
い
る
。

　
『
隋
書
』
經
籍
志
・
史

・
儀
㊟
類
に
著
錄
さ
れ
て
い
る
衛
宏
『
漢
舊
儀
』
は
、

今
も
輯
本
〔『
黃
氏
逸
書
考
』
な
ど
〕
と
し
て
な
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を

窺
う
と
、
官

ご
と
の
細
か
な
補
則
あ
る
い
は

務
遂
行
上
必
要
な
諸
儀
禮
、
歬

漢
の
出
來
事
〔
先
例
？
〕
な
ど
が
內
容
の
よ
う
だ
が
、
最
後
の
ほ
う
に
祭
祀
が
ま

と
め
て
少
し
だ
け
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
輯
本
だ
か
ら
あ
ま
り
根
據
に
す
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
が
、
こ
の
段
階
で
は
、
祭
祀
の
執
行
も
ま
だ
他
の
儀
禮
と
竝
行
し
た

扱
い
の
よ
う
だ
。
つ
ま
り
、
戰
國
各
國
で
國
の
大
事
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
祭
祀

の
性
格
の
繼
承
で
あ
る
。

　

元
帝
・
成
帝
の
頃
の
儒
家
官
僚
が
推
進
し
た
廟
制
・
郊
祀
を
「
古
禮
」
に
あ
わ

せ
る
運
動
、
王

に
よ
る
禮
制
整
備
を
承
け
て
、
後
漢
の

帝
・
和
帝
の
頃
は
、

張
純
・
張
奮
父
子
、
慶
氏
禮
學
を
學
ん
だ
曹
襃
が
儒
敎
經
典
に
沿
っ
た
禮
制
の
整

備
に
努
力
し
て
い
た
。
と
く
に
曹
襃
は
、漢
禮
を
定
め
よ
う
と
い
う
意
欲
が
强
く
、

帝
の
命
に
よ
り
百
五
十
篇
も
の
、
天
子
か
ら
庶
人
に
い
た
る
す
べ
て
の
階
層
の

人
々
に
㊜
用
さ
れ
る
冠
婚
葬
祭
の
儀
禮
次
第
を
ま
と
め
た
が〔『
後
漢
書
』曹
襃
傳
〕、

實
施
さ
れ
ず
お
藏
入
り
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
い
う
の
も
反
對
勢
力
が
强
固
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
『
漢
書
』
を
見
る
と
、
禮
樂
志
の
禮

分
の
記
述
は
歬
漢
儒
者
の
言
說
で
埋
め
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ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
別
に
『
史
記
』
封
禪
書
を
增
廣
し
た
郊
祀

志
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。『
後
漢
書
』〔『
續
漢
書
』〕
禮
儀
志
は
時
令
思
想
に
も
と

づ
い
た
『
禮
記
』
⺼
令
篇
に
範
を
取
っ
た
體
裁
な
の
で
そ
の
中
に
祭
祀
も
記
述
さ

れ
て
い
る
が
、
や
は
り
、
そ
れ
と
は
別
に
祭
祀
志
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。

　

歬
揭
の
楊
志
剛
『
中
國
禮
儀
制
度
硏
究
』
に
よ
れ
ば
、「
五
禮
の
形
式
で
禮
儀

を
制
定
す
る
の
は
西
晉
か
ら
始
ま
る
」〔
一
五
七
頁
〕。
そ
れ
は
荀
顗
の
『
晉
禮
』

一
六
五
篇
の
こ
と
で
あ
る
。『
晉
書
』
か
ら
後
の
正
史
は
、
モ
ン
ゴ
ル
式
の
儀
禮

が
多
か
っ
た
元
の
『
元
史
』
を
除
き
、
禮
志
や
禮
儀
志
の
外
に
祭
祀
志
の
類
を
設

け
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
。
思
考
が
整
理
さ
れ
純
化
し
た
こ
と
の
反
映
で
あ
る
。

經
書
の
な
か
で
は
疾
う
に
禮
で
あ
っ
た
祭
祀
が
、
國
家
の
定
め
る
禮
〔
典
禮
〕
と

し
て

念
さ
れ
組

化
さ
れ
た
の
は
、
晉
か
ら
だ
と
言
っ
て
良
い
。
經
書
に
載
っ

て
い
る
先
王
〔
聖
人
、
聖
王
〕
の
禮
の
理
念
を
時
勢
に
合
わ
せ
て
現
實
化
し
た
、

い
わ
ば
〈
實
定
禮
〉
と
し
て
の
國
家
禮
式
、
狹
義
の
禮
、
典
禮
の
成
立
に
と
も
な

い
、
祭
祀
は
國
家
政
治
の
レ
ベ
ル
で
も
禮
の
一
つ
の
構
成
要
素
〔
吉
禮
〕
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
〈
實
定
禮
〉
は
、

念
と
し
て
は
、
損
益
を
通
し
て
遠
く
三

代
に
連
な
り
、
三
代
以
降
の
現
實
政
治
に
聖
人
の
禮
を
貫
徹
さ
せ
た
と
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。

　

こ
の
後
、
典
禮
は
南
北
朝
を
通
じ
て
編
纂
さ
れ
、
隋
・
唐
に
引
き
繼
が
れ
る
。

い
ま
、
完
全
な
か
た
ち
で
見
ら
れ
る
の
は
『
大
唐
開
元
禮
』
一
五
〇
卷
が
最
も
古

い
。
そ
の
後
、
こ
の
系
列
の
典
籍
と
し
て
は
、『
太
常
因
革
禮
』
一
〇
〇
卷
、『
政

和
五
禮
新
儀
』
二
二
〇
卷
、『
大
朙
集
禮
』
五
三
卷
、『
大
淸
通
禮
』
五
〇
卷
を
見

る
こ
と
が
出
來
る
。『
四
庫
全
書
總
目
』
で
は
史

・
政
書
類
・
典
禮
之
屬
に
著

錄
さ
れ
て
い
る
。

　

禮
と
な
っ
た
祭
祀
の
祭
祀
對
象
の
大
枠
は
傳

的
に
ほ
ぼ
固
定
し
て
い
る
。
上

帝
、
日
⺼
星
辰
、
雲
雨
風
雷
、
宗
廟
、
社
稷
な
ど
は
、
殷
の
頃
に
早
く
も
原
型
が

見
ら
れ
、
總
じ
て
時
代
が
下
る
ご
と
に
祭
祀
對
象
は
增
え
て
い
る
。
な
か
で
も
、

先
聖
先
師
の
祭
祀
〔
釋
奠
〕
が
國
家
祭
祀
に
加
わ
っ
た
の
は
、
國
家
の
儒
敎
化

〔Confucianization

〕
を
驗
す
る
意
味
で
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
祭
祀
は
、

岡
村
秀
典
の
い
う
「
祭
儀
國
家
」
殷
の
王
が
祭
祀
を
通
じ
秩
序
域
內
の
各
國
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
た
體
制（

（
（

に
淵
源
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
政
治
・
經
濟
・
社
會

が
祭
祀
を
軸
に
一
體
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
現
象
〔
王
の
祭
祀
〕
自
體
を
究
朙
す

る
餘
裕
は
な
い
が
、
と
に
か
く
こ
れ
が
西
周
に
引
き
繼
が
れ
、
中
原
諸
國
に
引
き

繼
が
れ
た
。
そ
の
閒
、
祭
祀
對
象
に
着
目
す
れ
ば
陳
寶
神
の
類
の
不
可
解
な
祀
り

も
多
く
あ
っ
た
が
〔『
漢
書
』
郊
祀
志
〕、
王
が
祀
る
〔

制
す
る
〕
と
い
う
傳

は

一
貫
し
て
繼
承
さ
れ
、
儒
者
が
祭
祀
を
禮
と
し
て
組

化
す
る
さ
い
の
中
軸
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
大
唐
開
元
禮
』
以
來
を
見
て
も
、
祭
祀
對
象
の
大
枠
は
動
か
な
い
が
、
時
勢

に
つ
れ
國
家
典
禮
ご
と
の
違
い
は
出
て
く
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
最
終
形
態
を
イ
メ

ー
ジ
す
る
た
め
に
、
光
緖
年
閒
に
編
纂
さ
れ
た
『
大
淸
會
典
』
に
載
っ
て
い
る
祭

祀
を

單
な
表
に
し
て
揭
げ
て
お
く（
（（
（

。
こ
れ
ら
の
祭
祀
は
、
皇
帝
や
地
方
長
官
が

祭
祀
の
當
事
者
と
し
て
執
行
し
〔
代
理
の
場
合
が
多
い
と
し
て
も
〕、
壇
・
廟
・
祠
な

ど
の
施
設
建
物
の
維
持
管
理
も
中
央
・
地
方
の
官
衙
が
責
任
を
㊒
す
る
の
で
あ
る
。

　

禮
と
な
っ
た
祭
祀
の
系
列〔
國
家
祭
祀
〕以
外
の
祭
祀
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

農
村
の
社
の
祀
り
と
か
、
巫
覡
の
活
動
と
か
、
神
靈
へ
の
個
人
的
な
信
心
・
祈
願
、

古
か
ら
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
る
が
、
具
體
的
記
錄
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。

文
獻
㊮
料
の
場
合
、
そ
れ
ら
は
『
禮
記
』
曲
禮
下
篇
に
出
て
く
る
「
淫
祀
」
と
い

う
語
で
、
お
う
お
う
一
括
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る（
（（
（

。「
淫
祀
」
の
語
で
括
っ
た

も
の
な
ら
『
漢
書
』
に
も
幾
つ
か
登
場
す
る
。

　

淫
祀
の
內
容
が
あ
る
程
度
具
體
的
に
朙
ら
か
に
な
る
の
は
、
宋
以
降
で
あ
る
。

こ
の
頃
か
ら
民
閒
の
信
心
對
象
で
あ
る
祠
廟
が
各
地
で
簇
生
し
た
と
指

さ
れ
て
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學
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六
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四
集

三
〇
四

い
る（
（（
（

。
こ
の
民
閒
信
仰
の
祠
廟
は
、
聖
人
の
禮
の
現
實
態
だ
と

念
さ
れ
る
國
家

祭
祀
の
體
系
か
ら
は
逸
脫
し
た
存
在
と
見
な
さ
れ
、「
淫
祀
」「
淫
祠
」
と
さ
れ
た
。

要
す
る
に
、
祀
典（
（（
（

に
登
錄
さ
れ
て
い
な
い
、
つ
ま
り
禮
に
合
わ
な
い
祭
祀
・
祠
廟

が
「
淫
祀
」・「
淫
祠
」
で
あ
る
。
も
う
少
し
詳
し
く
見
る
と
、
祀
典
に
な
く
て
も

民
に
功
あ
る
祠
廟
は
特
別
扱
い
し
、
地
方
官
の
上
奏
に
よ
り
廟
額
・
封
號
が
授
與

さ
れ
る
。
ま
れ
に
祀
典
に
も
入
る
。
廟
額
と
は
、「
忠
臣
烈
士
」
の
場
合
は
い
さ

さ
か

な
る
が
、
お
お
む
ね
「
靈
濟
」「
昭
澤
敏
應
」
の
類
の
〈
民
の
願
い
に
應

え
靈
驗
あ
ら
た
か
で
あ
り
、
廣
く
惠
み
を
施
し
救
濟
す
る
〉
神
靈
で
あ
る
こ
と
を

認
定
す
る
お
墨
付
き
で
あ
る
。
封
號
は
伯
・
侯
・
公
・
王
・
帝
に
ラ
ン
ク
づ
け
ら

れ
る
。

　

神
祇
鬼
の
祭
祀
は
、
①
皇
帝
ま
た
は
そ
の
代
理
が
行
う
傳

の
吉
禮
祭
祀
②
歷

史
の
進
展
の
な
か
で
、
祀
典
に
入
っ
た
關
帝
な
ど
の
祭
祀
③
祀
典
に
は
入
れ
て
も

ら
え
な
い
が
、
國
家
か
ら
認
定
の
お
墨
付
き
を
得
た
祭
祀
④
そ
の
他
の
民
閒
で
信

心
・
信
仰
さ
れ
て
い
る
祭
祀
（
祠
廟
）
に
分
け
ら
れ
る
。
③
は
あ
る
程
度
手
懸
か

り
が
あ
る
が（
（（
（

、
④
に
屬
す
る
膨
大
な
數
の
祠
廟
は
、
地
方
志
に
載
る
こ
と
な
ど
あ

り
得
ず
、
ま
っ
た
く
知
り
得
な
い
。

　

中
華
平
民
敎

促
進
會
の
李
景
漢
が
主
導
し
た
河
北
省
定
縣
を
對
象
と
す
る
社

會
調
査
の
報
吿
書
『
定
縣
社
會
槪
況
調
査（
（（
（

』
は
、
④
に
屬
す
る
民
閒
信
仰
の
狀
況

を
知
る
手
懸
か
り
に
な
る
。
そ
の
第
十

｢

信
仰｣

は
、民
國
十
七
年
〔
一
九
二
八

年
〕と
十
九
年
の
調
査
に
基
づ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
十
九
年
の
調
査
に
よ
る
と
、

定
縣
全
體
の
寺
廟
數
は
、
五
衟
廟
〔
一
五
七
座
〕
關
帝
廟
〔
一
二
三
座
〕
な
ど
合
計

八
五
七
座
で
あ
る
。
そ
れ
に
先
行
し
て
十
七
年
に
行
わ
れ
た
定
縣
內
六
十
二
ヶ
村

の
調
査
だ
と
、
老
母
廟
〔
一
九
座
〕
五
衟
廟
〔
一
七
座
〕
關
帝
廟
〔
一
〇
座
〕
な
ど

合
計
一
〇
四
座
で
あ
る
。
こ
の
六
十
二
ヶ
村
の
調
査
の
價
値
あ
る
と
こ
ろ
は
、

二
十
世
紀
初
頭
の
新
政
や
民
國
初
朞
の
改
革
に
よ
り
學
校
に
轉
換
し
た
り
取
り
つ

國家の祭祀體系（光緖大淸會典に據る）
祭祀者 時朞 祭祀對象 場所・壇廟 備考 配祀者
皇帝 冬至 昊天上帝 圜丘・天壇 大祀��正⺼上辛祈穀。 列聖
〃 夏至 皇地祇 方澤・地壇 雩祀もおこなう（常雩は （⺼）。
〃 孟⺼ ･歲除歬一日 祖先 太廟 功王功臣
〃 春秋仲⺼上戊 太社 社稷壇 后土句龍
〃 春秋仲⺼上戊 太稷 社稷壇 后稷
皇帝 ･遣官 春分 朝日 日壇 中祀
〃 秋分 夕⺼ ⺼壇
〃 季春吉亥 先農（神農） 先農壇 皇帝・九卿が畊作する
皇后・遣妃･遣官 季春吉巳 先蠺（黃帝の妃、西陵氏） 先蠺壇 皇后が蠶を飼養し絲を繰る
皇帝･遣官 春秋仲⺼吉日 歷代帝王 歷代帝王廟 名臣
〃 春秋仲⺼上丁 先師孔子 文廟（孔子廟） 先賢先儒
〃 春秋仲⺼吉日 關帝、文昌 誕生日にも祀る
〃 年末年始 太歲
遣官 一年の一時にそれぞれ 群廟（先醫廟、東嶽廟、都城隍廟、他 （（廟） 羣祀
〃 春秋仲⺼吉日 群祠（賢良祠など （（祠、（00 名を祀る）
皇帝・遣官 隨時 巡行 ･親征先の山川陵墓祠廟
遣官 大禮・國慶の典・壇廟等の工事には㊜宜吿祭。旱には祈り、害甚だしければ大雩。

地方長官 春秋仲⺼上戊 社稷 社稷壇
（總督・巡撫） 春秋仲⺼吉日　 雲雨風雷神、山川神、城隍神 雲雨風雷山川壇、各專祠
（知府） 春秋仲⺼上丁 先師孔子 孔子廟 先賢先儒
（知州） 春秋仲⺼吉日　 文昌帝君、關聖帝君 誕生日にも祀る
（知縣） 仲春亥日 先農 先農壇 督撫以下が畊作する

季春吉己 先蠺 先蠶廟・蠶神祠･黃帝廟 一 の地域
春秋仲⺼ 歷代帝王陵廟 各地の陵廟
春秋 避災救患の神（（0くらい） 各地
春秋 忠臣義士孝子悌弟順孫 忠義孝弟祠
春秋 節孝婦女 節孝祠
春秋 忠節の諸臣の專祠ある者 各祠（（（0 祠くらい）



禮
と
し
て
の
神
祇
祭
祀
の
考
察

三
〇
五

ぶ
さ
れ
た
り
し
た
寺
廟
も
、
光
緖
八
年
〔
一
八
八
二
年
、
朙
治
十
五
年
〕
ま
で
遡
っ

て
確
め
調
べ
ら
れ
て
い
る
點
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
光
緖
八
年
に
は
五
衟
廟

〔
六
八
座
〕
老
母
廟
〔
五
四
座
〕
關
帝
廟
〔
四
〇
座
〕
眞
武
廟
〔
三
七
座
〕
な
ど
合
計

四
三
五
座
で
あ
っ
た
。
畫
像
の
あ
っ
た
こ
と
の
分
か
る
寺
廟
は
三
一
座
、
塑
像
の

あ
っ
た
こ
と
の
分
か
る
寺
廟
は
三
九
六
座
（
像
の
總
數
は
二
一
五
七
體
）
と
な
る
。

寺
は
三
十
五
あ
っ
た
が
、
民
國
十
七
年
に
は
す
べ
て
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら

も
合
わ
せ
て
、
玉
皇
廟
、
龍
王
廟
、
瘟
神
廟
、
文
廟
、
周
公
廟
な
ど
儒
佛
衟
混
在

し
た
六
十
二
の
寺
廟
名
稱
を
數
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
「
福
を
祈
り
禍

を
免
れ
る
」「
招
魂
追
悼
」「
雨
乞
い
」「
邪
祟
を
鎭
め
る
」「
子
授
け
」「
病
氣
を

免
れ
る
」「
家
畜
の
病
氣
を
免
れ
る
」「
虫
害
を
免
れ
る
」「
疫
病
を
免
れ
る
」「
金

儲
け
」「
普
通
の
崇

」
の
た
め
に
、燈
朙
を
と
も
し
、燒
香
し
、供
物
を
な
ら
べ
、

叩
頭
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　

以
上
が
、
限
定
さ
れ
た
地
域
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
先
に
表
示
し
た
國
家
祭
祀

と
同
じ
光
緖
朞
に
お
い
て
淫
祠
と
見
な
さ
れ
つ
つ
民
閒
で
實
際
に
行
わ
れ
て
い
た

祭
祀
（
信
心
）
の
全
體
像
で
あ
る
。

　

禮
と
し
て
の
祭
祀
を
考
察
す
る
立
場
か
ら
は
、
こ
こ
で
、
關
帝
や
眞
武
な
ど
、

祀
典
に
あ
る
神
と
民
閒
の
神
と
が
祭
祀
對
象
そ
の
も
の
と
し
て
は
同
じ
と
い
う
事

例
に
㊟
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
歷
史
的
に
見
て
民
閒
か
ら
祀
典
に

入
っ
た
祭
神
は
少
な
く
な
い
こ
と
に
も
㊟
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
極
近
く
で
も
光

緖
五
年
か
ら
十
一
年
ま
で
各
地
の
龍
神
が
連
年
祀
典
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
民
閒
の
神
祇
と
祀
典
上
の
神
祇
と
は
質
的
に
連
續
し
て
い
る
こ
と
を
見
て

取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
神
祇
の
本
質
が
變
わ
ら
な
い
と
す
る
と
、
あ
と

は
ど
う
祀
る
か
の
違
い
で
あ
ろ
う
。

三　

日
本
に
お
け
る
神
祇
祭
祀
の
あ
り
方

　
「
は
じ
め
に
」
で
觸
れ
た
〈
神
社
參
拜
が
個
人
の
信
條
を
越
え
た
國
家
的
な
社

會
規
範
だ
と
い
う
事
態
〉

ち
國
家
神
衟
體
制
の
原
型
と
な
る
構
想
を
初
め
て
示

し
た
の
は
、
會
澤
安
（
正
志
齋
）
の
『
新
論
』〔
一
八
二
五
年
成
〕
長
計
篇
で
あ
っ

た（
（（
（

。『
新
論
』
は
幕
末
の
志
士
た
ち
の
閒
で
廣
く
讀
ま
れ
た
書
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
。
長
計
篇
は
、
國
體
篇
の
論
旨
を
承
け
、
外
夷
に
對
處
し
國
內
の
一
本
化
を

は
か
る
た
め
の
長
計
と
し
て
、「
典
禮
敎
化
」
に
よ
り
「
民
志
」
を
一
つ
に
す
る

こ
と
を
說
い
て
い
る
。
つ
ま
り
天
祖
〔
天
照
大
神
〕
を
根
源
に
お
く
神
祇
祭
禮
の

組

化
で
あ
る
。

　

會
澤
は
水
戶
で
儒
學
を
普
遍
的
學
問
と
し
て
身
に
つ
け
、
そ
れ
を
用
い
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
も
含
む
全
世
界
を
認

し
て
い
く
。
だ
か
ら
、日
本
を
「
中
國
」「
神
州
」

と
稱
し
中
國
を
「
漢
土
」
と
稱
し
て
怯
む
と
こ
ろ
が
な
い
。
日
本
の
神
祇
祭
祀
も
、

五
禮
の
吉
禮
祭
祀
と
同
じ
性
質
同
じ
機
能
の
も
の
と
認

し
て
お
り
、
ま
さ
に
禮

で
あ
る
。も
っ
と
も
、ま
っ
た
く
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、彼
に
言
わ
せ
れ
ば
、

「
神
州
と
漢
土
と
は
、風
氣
が
素
よ
り
同
じ
で
、人
情
も
ま
た
甚
だ
似
て
い
る
た
め
、

敎
化
の
着
想
が
甚
だ
似
て
い
る
」〔
五
九
頁
〕。
そ
こ
で
、
神
祇
の
祭
禮
が
「
唐
虞

三
代
に
調
え
ら
れ
た
祀
典
〔
つ
ま
り
禮
の
經
典
〕」
と
「
暗
合
」
し
て
い
る
わ
け
で

あ
る
〔
一
四
七
、一
四
八
頁
〕。「
暗
合
」
と
は
、
た
と
え
ば
「
大
嘗
の
禮
は
天
祖
を

祀
り
、
天
に
事
え
先
祖
を
祀
る
意
が
兩
存
し
て
い
る
。
こ
れ
は
郊

の
も
つ
意
義

と
同
じ
だ
」〔
一
四
八
頁
〕
の
類
の
こ
と
を
言
う
。「
猶
」
や
「
其
義
…
與
…
相
似
」

な
ど
の
言
い
回
し
を
使
い
、
大
物
主
大
神
・
倭
大
國
魂
神
・
新
嘗
・
大
神
宮
・
度

會
宮
・
稻
荷
神
社
・
山や
ま

祇つ
み

以
下
六
神
・
伊
弉
諾
以
下
三
神
・
住
吉
神
・
山
口
・
水み
ま

分く
り

・
大
鳥
神
社
以
下
六
神
・
座い
か

摩す
り

以
下
八
神
の
大
內
裏
に
在
る
神
々
・
神
祇
令
に

規
定
さ
れ
た
大
祀
中
祀
小
祀
の
諸
祭
・
稻
魂
神
な
ど
を
、「
暗
合
」「
相
似
」
の
例
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三
〇
六

と
し
て
說
朙
し
て
い
る
。
た
だ
、
會
澤
も
承
知
し
て
い
た
に
違
い
な
い
現
實
の
朙

淸
の
吉
禮
祭
祀
〔
國
家
祭
祀
〕
へ
の
言
及
は
見
ら
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
同
格
か
ま

た
は
（「
漢
土
の
俗4

」
で
も
「
民
に
功
烈
の
あ
る
者
を
祭
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら

斷
し
て
）
格
下
に
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

中
國
と
日
本
と
に
風
土
・
精
神
の
基
盤
的
類
似
が
あ
る
と
の
會
澤
安
の
認

は

い
ち
お
う
首
肯
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
諸
神
や
祭
儀
が
禮
で
あ
る
と
の
主
張

は
歷
史
的
事
實
に
相
違
す
る
。
祭
儀
が
儀
禮
を
伴
っ
て
い
る
の
は
當
然
だ
が
、
そ

も
そ
も
日
本
で
は
禮
と
し
て
の
祭
祀
〔
神
祭
り
〕
を
回
避
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
律
令
制
定
の
用
意
を
見
れ
ば
分
か
る
。
日
本
で
律
令
の
導
入
が
少
し
ず

つ
進
展
し
國
家
と
し
て
の
體
制
を
整
え
た
の
は
七
世
紀
後
半
で
あ
り
、
い
ま
完
全

な
形
で
令
を
見
る
こ
と
が
出
來
る
の
は
『
養
老
令
』
で
あ
る
。
井
上
光
貞
に
よ
る

と（
（（
（

、『
養
老
令
』
は
唐
令
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
だ
が
、神
祇
令
と
唐
の
祠
令
と
は
、

他
の
篇
目
の
令
に
比
べ
相
違
が
著
し
い
と
い
う
。
四
點
擧
げ
て
い
る
。
①
祠
令
の

祀
（
天
神
）・
祭
（
地
祇
）・
享
（
人
鬼
）
の
區
別
が
無
く
、
一

に
「
祭
」
で
あ
る
。

②
神
祇
令
は
二
十
二
の
祭
り
を
擧
げ
て
い
る
が
、
そ
の
個
々
の
祭
り
の
內
容
も
、

ま
た
全
體
の
體
系
も
唐
と
は

質
で
あ
る
。
③
祠
令
と
違
い

位
儀
禮
が
（
實
質

十
一
條
し
か
無
い
の
に
）
三
條
も
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
④
祠
令
と
違
い
動
物
犧
牲

を
排
除
し
て
い
る
。

　

小
論
の

點
か
ら
は
、と
く
に
②
が
重
要
で
あ
る
。
名
分
の
上
か
ら
言
っ
た
ら
、

隋
・
唐
の
典
禮
な
ど
で
知
り
得
て
い
た
と
し
て
も
唐
禮
を
採
用
す
る
こ
と
は
出
來

な
い
。『
三
國
史
記
』
卷
三
十
二
雜
志
第
一
「
祭
祀
」
の
項
に
お
い
て
、
新
羅
の

祭
祀
に
つ
い
て
、「（
宗
廟
や
社
稷
壇
を
祭
っ
て
も
）
み
な
國
境
內
に
と
ど
ま
り
、
天

地
の
祭
り
を
し
な
い
の
は
、
…
『
禮
記
』
王
制
篇
に
『
天
子
は
天
地
や
天
下
の
名

山
大
川
を
祭
り
、
諸
侯
は
社
稷
や
境
內
の
名
山
大
川
を
祭
る
』
と
あ
る
の
で
、
越

禮
を
避
け
た
も
の
か
」
と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
事
態
、
つ
ま
り
越
禮
問
題
が
生

じ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
た
と
え
そ
れ
ら
が
日
本
を
中
心
と
す
る
小
天
下
を

念
的
に
設
定
す
る
こ
と
で
乘
り
越
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
實
際
上
か
ら
言
っ
て
、

出
來
な
い
。
そ
れ
は
徃
古
の
日
本
の
神
祭
り
は
、
對
象
神
を
特
定
出
來
ず
、
ま
た

居
場
所
を
特
定
出
來
ず
、
祭
り
の
と
き
に
祭
場
に
臨
時
に
降
り
て
き
て
も
ら
う
よ

う
迎
え
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
依
代
が
磐
座
〔
い
わ
く
ら
〕
神
籬
〔
ひ
も

ろ
ぎ
〕
で
あ
る（
（（
（

。
だ
か
ら
、
神
の
居
場
所
も
常
設
の
も
の
は
な
か
っ
た
。
伊
勢
神

宮
に
は
古
く
か
ら
社
殿
が
あ
っ
た
よ
う
だ
か
ら
、
少
し
ず
つ
常
設
社
殿
が
作
ら
れ

つ
つ
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
加
速
さ
れ
た
の
は
天
武
天
皇
が
推
進
し
た
政

策
︱
律
令
に
見
合
っ
た
官
社
の
整
備
か
ら
だ
と
い
う（
（（
（

。
ま
た
同
時
に
天
神
・
地
祇

の

念
も
導
入
さ
れ
、
か
ろ
う
じ
て
「
神
祇
」
祭
祀
と
言
え
る
だ
け
の
も
の
が
整

っ
て
き
た
〔
神
祇
令
第
一
條
〕。
し
か
し
、『
養
老
令
』
神
祇
令
の
段
階
で
も
、
祈

年
祭
の
班
幤
を
通
じ
て
全
國
の
官
社
を

制
す
る
仕
組
み
を
作
る
の
が
や
っ
と
で

あ
り
、
禮
と
し
て

念
化
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ま
だ
官
社
以
外
の
多
數
は
從
來
か
ら
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
と

想
像
さ
れ
る
も
の
の
、
王

〔
天
皇
〕
と
結
び
つ
き
、
不

分
な
が
ら
神
祭
り
は

律
令
制
の
下
で
組

化
さ
れ
た
〔
神
祇
祭
祀
〕。
し
か
し
、
信
仰
內
容
と
し
て
は
、

そ
れ
は
ま
だ
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
巫
術
的
段
階
か
ら
脫
け
て
い
な
い
、
各
所
の
氏
族
神

や
自
然（
神
）を
祭
る
段
階
で
あ
り
、
念
體
系
と
し
て
は
組

化
さ
れ
て
い
な
い
、

律
令
の
支
え
に
よ
っ
て
か
ら
く
も
體
を
爲
し
て
い
る
性
質
の
も
の
だ
っ
た
。
だ
か

ら
、
律
令
制
の
弛
緩
と
變
容
に
と
も
な
い
、
上
層
に
あ
る
少
數
の
神
社
は
制
度
的

に
二
十
二
社
制
や
諸
國
一
の
宮
制
に
移
行
し
て
い
く
が
、
內
容
的
に
は
佛
敎
︱
黑

田
俊
雄
の
用
語
だ
と
「
顯
密
佛
敎
」—

に
包
攝
さ
れ（
（（
（

、
神
は
そ
の
末
端
で
活
躍
す

る
諸
神
〔
毘
沙
門
天
な
ど
と
同
性
質
の

法
善
神
〕
と
な
っ
て
し
ま
う
。
ふ
つ
う
「
神

佛
習
合
」
と
さ
れ
る
も
の
の
、
論
理
か
ら
見
れ
ば
佛
敎
の
理
論
を
基
礎
と
す
る
あ

り
方
で
あ
り
、
こ
の
時
朞
は
か
な
り
長
朞
に
わ
た
る
。
㊟
目
す
べ
き
點
は
、
こ
の



禮
と
し
て
の
神
祇
祭
祀
の
考
察

三
〇
七

閒
に
『
日
本
書
紀
』『
先
代
舊
事
本
紀
』『
古
語
拾
遺
』『
古
事
記
』
な
ど
に
見
え

る
天
皇
家
の

治
を
說
朙
す
る
目
的
で
ま
と
め
ら
れ
た
神
話
が
寺
社
緣
起
や
社
家

神
衟
書
の
作
成
を
通
し
實
質
化
し
て
來
て
、
諸
々
の
神
衟
說
の
內
容
に
な
っ
た
こ

と
で
あ
る（
（（
（

。

　

そ
の
中
か
ら
、
顯
密
佛
敎
か
ら
の
脫
却
を
意

し
た
吉
田

俱
（
一
四
三
五―

一
五
一
一
）
の
唯
一
神
衟
が
出
て
く
る
。
そ
の
著
『
唯
一
神
衟
名
法
要
集
』
で
は
、

自
己
の
繼
承
す
る
神
衟
は
天あ
ま

児の
こ

屋や
ね
の根
命み
こ
とか
ら
先
祖
代
々
傳
え
て
き
た
「
元
本
宗

源
の
神
衟
」
だ
と
し
、
他
の
「
本
迹
緣
起
の
神
衟
」「
兩

習
合
の
神
衟
」
と
差

化
し
て
い
る
。
吉
田
家
は
そ
の
後
「
神
祇
管
領
長
上
」
を
名
の
り
、「
神
衟
裁

許
狀
」「
宗
源
宣
旨
」
を
發
給
し
、
ま
が
り
な
り
に
も
全
國
の
神

の
棟
梁
の
地

位
を
得
て
い
く（
（（
（

。

　

神
衟
說
と
し
て
吉
田

俱
を
繼
承
す
る
位
置
に
あ
る
の
が
林
羅
山
（
一
五
八
三

―

一
六
五
七
）
で
あ
る（
（（
（

。
そ
の
著
『
神
衟
傳
授
』
十
七
「
神
衟
三

」
で
は
、「
唯

一
宗
源
」
は
「
神
代
の
神
衟
、
日
本
の
古
風
で
あ
っ
て

國
の
事
を
交
え
て
い
な

い
」
と
評
價
し
、
十
八
「
神
衟
奥
儀
」
で
は
、
自
己
の
立
て
た
「
理
當
心
地
神
衟
」

を
、「
王
衟
」
で
あ
り
、「
天
照
大
神
か
ら
傳
わ
っ
た
も
の
で
、
神
武
以
來
代
々
の

帝
王
が

治
の
う
え
で
現
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
う

え
で
、
こ
の
時
點
で
は
ほ
と
ん
ど
が
ま
だ
ま
だ
「
習
合
」
の
域
に
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
〈
理
當
心
地
神
衟
以
外
の
神
社
祭
祀
〉
を
「
卜
祝
隨
役
神
衟
」
と
槪
括
し
て
そ

れ
に
對
置
し
、
神
主
な
ど
單
な
る
祭
儀
執
行
者
の
神
衟
だ
と
貶
め
て
い
る
。
こ
の

「
卜
祝
隨
役
神
衟
」
の
「
神
衟
」
が
、
現
代
の
「
神
衟
」、
神
社
の
神
祇
祭
祀
と
ほ

ぼ
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
事
は
㊟
目
さ
れ
る
。

　

林
羅
山
が
朙
確
に
し
た
こ
の
筋
の
神
衟
說
が
、
そ
の
後
の
國
學
に
よ
る
純
化
を

經
て
朙
治
以
降
の
國
家
神
衟
體
制
の
主
導
的
敎
義
內
容
に
發
展
し
た
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
羅
山
に
あ
っ
て
は
「
卜
祝
隨
役
神
衟
」
を
埒
外
と
し
て
い
た
が
、
國

家
神
衟
體
制
で
は
、
無
格
社
以
上
の
總
て
の
神
社
を
組
み
込
ん
で
い
る
。
國
家
神

衟
に
つ
い
て
は
、
現
時
點
の
成
果
と
し
て
島
薗
進
の
硏
究
を
引
用
し
て
お
こ
う（
（（
（

。

「
國
家
神
衟
は
皇
室
祭
祀
と
伊
勢
神
宮
を
頂
點
と
す
る
神
社
お
よ
び
神
祇
祭
祀
に

高
い
價
値
を
置
き
、
神
的
な
系
譜
を
引
き
繼
ぐ
天
皇
を
神
聖
な
存
在
と
し
て
尊

び
、
天
皇
中
心
の
國
體
の
維
持
、
繁
榮
を
願
う
思
想
と
信
仰
實
踐
の
シ
ス
テ
ム
で

あ
る
」。
こ
の
理
解
な
ら
、
林
羅
山
の
理
念
と
違
わ
な
い
し
、
會
澤
安
の
構
想
の

實
現
と
も
言
え
る
。
井
上
哲
次
郞
や
加
藤
玄
智
の
よ
う
に
國
體
神
衟
と
言
っ
て
も

良
い
。

　

こ
こ
で
は
「
皇
室
祭
祀
と
伊
勢
神
宮
を
頂
點
と
す
る
神
社
お
よ
び
神
祇
祭
祀
」

の
側
面
、
つ
ま
り
神
社
と
神
祇
祭
祀
に
絞
っ
て
考
え
て
み
る
。
朙
治
維
新
以
降
、

そ
れ
ま
で
（
吉
田
家
の
活
動
は
あ
っ
た
に
し
て
も
）
天
臺
系
や
眞
言
系
な
ど
の
佛
敎

の
な
か
に
惰
性
的
に
包
ま
れ
て
い
た
全
國
の
神
社
は
、
神
佛
分
離
令
・
廢
佛
毀
釋

運
動
・
神
衟
化
の
强
要（
（（
（

な
ど
を
へ
、
國
家
の
手
に
よ
り
國
家
祭
祀
を
目
的
と
し
て

組

化
さ
れ
た
。
神
祇
令
で
は
甚
だ
不

分
だ
っ
た
神
祇
祭
祀
の
國
家
組

化
は

近
代
國
家
體
制
の
構
成

分
と
し
て
逹
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
祭
祀
自
體
も
、
そ

の
神
社
そ
の
神
社
ご
と
の
傳

の
祭
り
・
信
仰
は
付
隨
的
に
許
容
さ
れ
た
も
の
の
、

主
要
な
祭
儀
は
〈
天
照
大
神
の
神
敕
に
も
と
づ
く
萬
世
一
系
の
天
皇
の

治
〉
を

支
え
る
も
の
へ
と
方
向
付
け
ら
れ
、
質
的
に
變
化
し
た
。
㊟
意
す
べ
き
は
、
こ
れ

ら
が
個
々
の
行
政
的
な
制
度
改
變
と
し
て
推
進
さ
れ
た
事
實
で
あ
る
。
重
要
な
改

變
を
擧
げ
る
と（
（（
（

、
①
朙
治
四
年
〔
一
八
七
一
年
〕
五
⺼
：
神
社
を
「
國
家
の
宗
祀
」

と
す
る
太
政
官
布
吿（
（（
（

②
同
⺼
：
神
社
の
社
格
の
整
備（
（（
（

③
朙
治
十
五
年
〔
一
八
八
二

年
〕：
神
官
・
敎
導

の
分
離
〔
敎
導

と
い
う
の
は
宗
敎
者
に
附
し
た

名
で
あ
っ
た
。

神
官
を
そ
こ
か
ら
切
り
離
し
た
こ
と
は
、
神
官
は
宗
敎
者
で
な
い
こ
と
を
意
味
し
た
。〕
④

朙
治
三
十
三
年
〔
一
九
〇
〇
年
〕：
內
務
省
神
社
局
の
特
立
〔
そ
れ
ま
で
の
內
務
省
社

寺
局
が
神
社
局
と
宗
敎
局
と
に
分
か
れ
た
〕⑤
朙
治
四
十
年
の「
神
社
祭
式
行
事
作
法
」



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
四
集

三
〇
八

等
の
新
し
い
神
社
祭
式
の
制
定―

で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
行
政
上
の
制
度
整
備
を
經
て
、
個
々
の
神
社
は
、
國
家
祭
祀
の
當
事

者
と
し
て
獨
自
の
ま
と
ま
り
を
も
つ
活
動
組

に
編
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
神
社
の
行
う
國
家
的
性
質
の
神
祇
祭
祀
活
動
が
神
社
神
衟
と
い
う
槪
念
を
出
現

さ
せ
一
般
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
政
府
レ
ベ
ル
で
は
神
社
神
衟
と
稱
す
る

こ
と
は
な
い
。
內
務
省
神
社
局
を
外
局
化
し
て
新
設
さ
れ
た
神
祇
院
は
昭
和
十
九

年
に
『
神
社
本
義
』
と
い
う
小
册
子
を
發
行
し
て
い
る
。
こ
の
『
神
社
本
義
』
は
、

そ
の
よ
う
な
神
社
神
衟
〔
同
書
で
は
「
惟か

ん
な
が
ら神の
大
衟
」〕
の
手
頃
な
槪
論
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
經
緯
で
「
神
社
神
衟
」
の
擔
い
手
と
な
っ
た
神
社
は
、
一
九
四
五
年

十
二
⺼
の
「
神
衟
指
令
〔
國
家
神
衟
、
神
社
神
衟
ニ
對
ス
ル
政
府
ノ
保
證
、
支
援
、
保
全
、

監
督
竝
ニ
弘
布
ノ
廢
止
ニ
關
ス
ル
件
〕」
以
後
、
國
家
か
ら
離
れ
、
神
社
本
廳
下
の
宗

敎
法
人
と
し
て
の
衟
を
步
む
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
國
家
の
宗
祀
」
と
し
て
の
神
社
の
祭
祀
活
動
は
、
い
っ
た
い
何

者
と
規
定
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
つ
ま
り
、
上
位
槪
念
は
何
か
。
內
務
省
の
見
解

で
は
、
神
社
は
「
宗
敎
」
で
は
な
い
と
さ
れ
、
そ
れ
故
に
神
社
參
拜
が
公
民
的
行

動
と
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
も
と
よ
り
、
近
代
國
家
と
し
て
は
、
會
澤
安
の
よ
う
に

「
禮
」
と
言
う
こ
と
も
出
來
な
い
。
制
度
の
改
變
を
積
み
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
方
法
で
國
家
神
衟
を
支
え
る
神
社
神
衟
を
作
り
だ
し
た
結
果
、
そ

れ
が
何
者
か
積
極
的
に
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
難
問
を
生
み
出
し
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る（
（（
（

。
四　

神
祇
祭
祀
が
禮
で
あ
る
こ
と
の
考
察

　

淸
帝
國
の
國
家
祭
祀
と
帝
國
日
本
の
國
家
祭
祀
と
を
比
べ
た
ば
あ
い
、
兩
者
と

も
、
そ
の
あ
り
方
は
「
宗
敎
」
と
認
定
し
て
も
良
い
だ
け
の

念
上
か
つ
祭
儀
上

の
體
系
性
を

得
し（
（（
（

、さ
ら
に
强
固
な
國
家
制
度
に
支
え
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

原
始
的
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
要
素
を
遺
す
古
朴
な
神
靈
の
祭
祀
が
、
各
々

念
的
體
系

に
包
ま
れ
て
二
十
世
紀
ま
で
と
も
か
く
も
維
持
さ
れ
た
の
は
、
考
え
て
み
る
と
希

㊒
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

　

帝
國
日
本
の
神
社
神
衟
と
淸
帝
國
の
吉
禮
祭
祀
と
に
は
こ
の
よ
う
に
共
通
性
が

認
め
ら
れ
る
一
方
、
實
は
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
日
本
に
お
い
て
は
、

國
民
國
家
の
臣
民
す
べ
て
が
公
的
場
面
を
通
し
て
參
拜
を
求
め
ら
れ
て
い
た
の
に

對
し
、
淸
帝
國
に
お
い
て
は
近
代
以
歬
の
禮
な
の
で
、
知

人
（
官
人
）
と
一
般

庶
民
と
で
は
求
め
ら
れ
る
義
務
が
分
か
れ
て
い
た
點
で
あ
る
。
理
屈
か
ら
言
え
ば

庶
民
の
信
仰
と
い
っ
て
も
中
華
の
文
朙
に
浴
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
夷
狄
の
習
俗

と
は
本
來

な
っ
て
お
り
、
い
わ
ば
「
禮
俗
」
と
し
て
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
連
續
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
禮
」
と
「
俗
」
と
は
槪
念
上
は
っ
き
り

と
區
別
さ
れ
て
い
た
。

　

ま
た
、
禮
と
は
、
本
來
、
先
王
が
天
衟
に
も
と
づ
き
人
情
を
考
え
て
、
定
め
た

も
の
で
あ
っ
た
。
國
家
典
禮
の
祭
祀
も
そ
の
現
實
化
で
あ
る
限
り
、
禮
の
基
本
性

格
は
維
持
さ
れ
る
。
さ
き
に
「
禮
が
祭
祀
の
上
位
槪
念
に
な
り
、
祭
祀
は
依
然
と

し
て
重
要
で
あ
る
に
し
て
も
禮
の
一
つ
の
構
成
要
素
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
述

べ
た
が
、
い
っ
た
い
そ
れ
は
何
事
を
意
味
し
た
の
か
。
宗
敎
學
者
の
用
語
「
プ
ラ

ク
テ
ィ
ス
」
と
「
ビ
リ
ー
フ
」
を
用
い
て
考
え
て
み
よ
う（
（（
（

。
す
る
と
、
そ
れ
は
、

宗
敎
と
し
て
の
祭
祀
を
構
成
す
る
「
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
」
と
「
ビ
リ
ー
フ
」
の
う
ち
、

プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
が

念
的
に
原
理
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
ビ
リ
ー
フ
と
の
セ
ッ
ト

の
位
置
か
ら
脫
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
〔
つ
ま
り
は
脫
宗
敎
〕
を
意
味
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
と
き
、
禮
は
普
遍
的
に
し
て
原
理
的
な
絕
對
性
を

得
し
、
ビ
リ
ー

フ
と
セ
ッ
ト
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
〔
儀
禮
〕
を
越
え
た
次
元
に
在
る
。
そ
こ
で
は
、

神
靈
の
祭
祀
（
儀
禮
）
は
神
靈
の
存
在
を
信
じ
る
か
ら
行
う
の
で
は
な
く
先
王
の

禮
に
從
う
こ
と
が
根
本
だ
か
ら
行
う
の
だ
、
と
い
う
意

に
轉
換
し
て
い
る
は
ず



禮
と
し
て
の
神
祇
祭
祀
の
考
察

三
〇
九

で
あ
る
。聖
人
が
祭
祀
の
禮
を
定
め
た
こ
と
が
根
柢
だ
と
さ
れ
て
い
る
一
例
證
は
、

『
禮
記
』
祭
義
篇
「
宰
我
曰
く
、
我
鬼
神
の
名
を
聞
く
も
、
そ
の
所
謂
を
知
ら
ず
。

子
曰
く
、
…
（
聖
人
）
物
の
精
に
因
り
て
制
し
て
之
が
極
と
爲
し
、
朙
ら
か
に
鬼

神
と
命
じ
て
以
て
黔
首
の
則
と
爲
す
、
百
衆
以
て
畏
れ
、
萬
民
以
て
服
す
、
…
」

の
條
に
見
え
る
。
こ
こ
で
、
鬼
神
の
謂
わ
れ
は
說
か
れ
て
い
る
が
、『
墨
子
』
朙

鬼
篇
の
よ
う
に
鬼
神
の
存
在
を
論
證
し
よ
う
と
い
う
意
圖
は
な
く
、
㊒
無
自
體
は

問
題
に
な
っ
て
い
な
い（
（（
（

。

　

神
社
神
衟
の
場
合
は
、
行
政
制
度
の
改
變
の
積
み
上
げ
に
よ
り
形
成
さ
れ
、
祭

祀
活
動
の
上
位
槪
念
は
積
極
的
に
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
國
體
・
國
家
神
衟
を
構

成
し
て
い
た
こ
と
は
事
實
だ
が
、
構
成
の
論
理
が
顯
示
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
だ
か
ら
、
禮
の
場
合
の
よ
う
に
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
が
原
理
的
な
位
置
に
ま
で
高

め
ら
れ
た
と
は
言
え
ず
、
そ
の
實
態
に
基
づ
い
て

斷
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

る
。

　

こ
の
違
い
が
、
國
家
の
支
え
を
失
っ
た
の
ち
兩
者
が

な
る
局
面
を
迎
え
る
こ

と
に
な
っ
た
基
本
的
理
由
で
あ
ろ
う
。
辛
亥
革
命
後
、
帝
政
の
崩
壞
と
と
も
に
、

民
閒
で
行
わ
れ
た
信
仰
・
祠
廟
は
殘
っ
た
も
の
の
吉
禮
祭
祀
の
方
は
消
滅
し
て
し

ま
っ
た
。
い
ま
は
天
壇
な
ど
の
祭
儀
施
設
も
む
な
し
く

光
地
と
し
て
の
姿
を
さ

ら
す
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
が
儒
敎
の
崩
壞
で
あ
る（
（（
（

。
か
た
や
帝
國
日
本
の
終
焉
に

あ
た
っ
て
は
、
神
社
神
衟
は
「
神
衟
指
令
」
に
も
と
づ
き
宗
敎
と
し
て
存
續
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
兩
者
の
特
質
の
違
い
が
そ
の
差

を
生
み
出
し
た
理
由
の
一
端

だ
と
思
わ
れ
る（
（（
（

。　

　　

禮
と
し
て
の
祭
祀
が
以
上
の
よ
う
な
特
質
を
持
っ
て
い
る
と
す
る
と
、
そ
れ
と

宗
敎
と
の
關
わ
り
方
が
理
解
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
中
國
で
行
わ
れ
た
宗
敎
の
う

ち
主
な
も
の
は
、
衟
敎
・
佛
敎
・
回
敎
・
天
主
敎
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
自
己
の
寺

廟
を
も
ち
信
徒
を

別
で
き
る
。
衟
敎
は
、
禮
と
し
て
の
祭
祀
と
同
じ
く
、
古
來

か
ら
民
閒
の
信
仰
に
立
脚
し
て
形
成
さ
れ
て
お
り
、
信
徒
の
範
囲
も
曖
昧
な
と
こ

ろ
が
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
他
の
三
敎
に
つ
い
て
考
え
る
。

　

禮
と
し
て
の
祭
祀
の
立
場
か
ら
總
括
的
に
言
う
と
、
士
庶
の
別
に
か
か
わ
り
な

く
、
ど
の
宗
敎
の
信
徒
で
あ
っ
て
も
、
治
安
上
の
問
題
を
お
こ
さ
ず
、
誠

の
念

を
も
っ
て
禮
を
き
ち
ん
と
行
っ
て
く
れ
れ
ば
可
な
の
で
あ
る
。
第
一
、
禮
は
性
格

か
ら
し
て
形
式
性
が
高
い
の
で
細

は
柔
軟
で
あ
り
、
祭
禮
に
衟
敎
神
が
取
り
入

れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
し
〔
宋
代
〕、
祆
敎
つ
ま
り
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
敎
が

唐
の
祠
令
に
載
っ
て
い
た
可
能
性
だ
っ
て
あ
っ
た（
（（
（

。

　

北
宋
の
士
大
夫
に
は
禪
に
魅
せ
ら
れ
て
い
た
人
物
が
多
い
。
禪
は
敎
外
別
傳
と

稱
す
る
だ
け
あ
っ
て
、
眞
如
緣
起
の
深
遠
な
哲
理
に
直

し
、
煩
瑣
な
敎
義
を
素

通
り
し
て
學
人
に
廹
っ
て
く
る
か
ら
だ
。
蘇
軾
、
王
安
石
な
ど
禪
に
心
醉
し
て
い

た
大
官
た
ち
も
、
禮
に
定
め
ら
れ
た
祭
祀
に
き
ち
ん
と
參
加
し
て
い
れ
ば
問
題
は

な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
狀
況
に
危
機
意

を
持
ち
、
哲
學
レ
ベ
ル
で
對
抗
し
た

の
が
朱
熹
た
ち
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
梁
の
武
帝
は
若
い
頃
は
典
禮
編
纂

に
熱
心
で
、
天
監
年
閒
に
吉
禮
な
ど
五
禮
の
儀
㊟
總
計
一
千
百
七
十
六
卷
を
編
纂

さ
せ
た
ほ
ど
で
あ
る
〔『
梁
書
』
卷
二
十
五
徐
勉
「
修
五
禮
表
」〕。
し
か
し
、
晚
年
は

佛
敎
に
深
く
歸
依
し
、
た
と
え
ば
中
大
通
元
年
〔
五
二
九
年
〕
九
⺼
、
四

無
遮

大
會
を
設
け
て
自
分
の
身
を
喜
捨
し
、
群
臣
が

萬
の
錢
を
以
て
贖
う
ほ
ど
だ
っ

た
。
し
か
し
、
そ
の
年
の
正
⺼
に
は
南
郊
に
祀
り
、
朙
堂
に
祀
っ
て
い
る
の
で
あ

る
〔『
南
史
』
卷
七
〕。

　

直
省
十
八
省
に
住
む
回
敎
徒
も
文
武
の
官
に
就
い
て
い
る
。
淸
の
雍
正
帝
は
安

徽
省
の
地
方
官
が
上
奏
し
た
〈
回
民
に
關
す
る
彈
劾
〉
を
退
け
、
淸
眞
寺
や
禮
拜

寺
な
ど
の
モ
ス
ク
は
村
里
で
土
俗
の
神
を
崇
奉
す
る
の
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
祀
典

に
載
っ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
罪
案
に
し
て
は
い
け
な
い
と
そ
の
地
方
官
を
處



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
四
集

三
一
〇

罰
に
付
し
、
こ
れ
ま
で
も
文
武
の
科
擧
を
受
驗
し
て
高
官
と
な
り
國
家
の
た
め
に

盡
く
し
た
者
は
少
な
か
ら
ず
い
る
、
と
諭
し
て
い
る（
（（
（

。
ま
た
、
小
說
の
『
儒
林
外

史
』
に
も
回
敎
徒
の
知
縣
が
出
て
く
る
。
鄕
試
に
合
格
し
シ
ョ
ッ
ク
で
氣
が
變
に

な
っ
た
あ
の
范
進
が
知
り
合
い
の
鄕
紳
と
一
緖
に
祝
儀
ね
だ
り
に
出
か
け
た
先
の

高
陽
縣
知
縣
湯
某
が
そ
れ
で
あ
る
〔
第
四
回
〕。

　

天
主
敎
に
つ
い
て
は
、
四
十
二
歲
で
洗
禮
を
受
け
た
朙
の
文
淵
閣
大
學
士
禮

尙
書
徐
光
啓
の
例
が
㊒
名
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、「
利
瑪
竇
的
規
榘
」
で
何
故
い
け
な
い
の
か
、
康
煕
帝
に
し

て
み
れ
ば
本
當
に
不
思
議
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
は
、
滿
州
族
固
㊒
の

宗
敎
が
康
煕
帝
な
ど
の
吉
禮
祭
祀

の
底
に
あ
っ
た
、と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

滿
州
族
固
㊒
の
宗
敎
と
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
〔
薩
滿
敎
〕
で
あ
り
、
彼
ら
は
入
關

以
後
も
そ
れ
を
保
持
し
て
い
た
。
薩
滿
敎
は
、
長
白
山
の
祖
先
神
、
各
族
祖
先
神
、

諸
々
の
天
神
、
動
物
神
、
さ
ら
に
釋
迦
佛
・

♫
や
關
帝
な
ど
ま
で
祭
祀
對
象
と

す
る
多
神
敎
で
あ
り
、
薩
滿
が
祭
儀
を
進
め
る
の
が
特
色
で
あ
る（
（（
（

。
先
に
太
宗
皇

太
極
は
太
祖
ヌ
ル
ハ
チ
の
政
策
を
引
き
繼
ぎ
、盛
京
〔
瀋
陽
〕
に
お
い
て
堂
子
〔
祠

廟
の
一
種
〕
の
祭
祀
を
滿
州
各
族
・
蒙
古
諸
王
を

合
す
る
精
神
的
支
柱
と
し
て

い
た
し
、
ま
た
、
一
般
の
野
祭
を
禁
じ
家
內
の
祭
り
の
み
を
認
め
、
宮
殿
內
の
正

寢
に
あ
た
る
淸
寧
宮
で
行
う
祭
祀
の
祭
儀
も
整
え
て
い
た
。
入
關
後
、
順
治
帝
は

そ
れ
を
繼
承
し
、
北
京
に
も
堂
子
を
設
け
〔
王
府
井
大
街
が
長
安
街
に
ぶ
つ
か
っ
た

地
點
か
ら
少
し
西
南
の
地
〕、皇
城
內
の
坤
寧
宮
を
祭
神
殿
と
す
る
た
め
建
て
直
し
、

薩
滿
敎
祭
祀
の
祭
儀
制
度
を
整
え
、
滿
州
王
侯
大
官
た
ち
に
も
家
祭
を
奬
勵
し
た

の
で
あ
る
。
た
だ
、
康
煕
十
二
年
〔
一
六
七
三
年
〕
に
は
、
漢
人
官
僚
は
堂
子
祭

祀
に
參
加
し
な
く
て
良
い
こ
と
と
な
っ
た
し
、乾
隆
十
七
年
〔
一
七
五
二
年
〕
に
は
、

堂
子
の
祀
典
が
禮

か
ら
內
務
府
に
移
さ
れ
た（
（（
（

。
つ
ま
り
、
國
家

治
者
の
宗
敎

に
國
家
の
官
吏
が

責
を
持
つ
と
い
う
意
味
で
は
國
家
祭
祀
の
一
種
か
も
し
れ
な

い
が
、
家
祭
と
し
て
行
う
性
格
を
よ
り
强
め
た
と
言
え
よ
う
。

　

薩
滿
敎
の
神
々
は
ま
さ
に
「
土
俗
の
神
」
で
あ
り
、
雍
正
帝
が
回
敎
徒
に
寛
容

だ
っ
た
の
も
當
然
で
あ
る
。

　

㊟
（
１
）　
『
歷
史
か
ら
何
を
學
ぶ
か
』〔
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
會
福
♫
宣
敎
硏
究
室
編　

新

世
社　

一
九
九
九
年
〕
に
所
收
の
文
書
に
依
る
。

（
２
）　

こ
の
「
事
件
」
に
つ
い
て
は
『
上
智
大
學
史
㊮
料
集
』
第
３
集
（
一
九
二
八
〜

一
九
四
八
）〔
上
智
大
學
史
㊮
料
集
編
纂
委
員
會　

非
賣
品　

一
九
八
五
年
〕
が
詳

し
い
。

（
３
）　
「
典
禮
問
題
」
に
つ
い
て
は
、
矢
澤
利
彥
『
中
國
と
キ
リ
ス
ト
敎
』〔
近
藤
出
版
社

一
九
七
二
年
〕
お
よ
び
そ
の
卷
末
に
擧
げ
ら
れ
た
參
考
文
獻
か
ら
知

を
得
た
。
最

近
の
硏
究
と
し
て
は
、
李
天
綱
『
中
國
禮
儀
之
爭　

歷
史
・
文
獻
和
意
義
』
上
海
古

籍
出
版
社　

一
九
九
八
年
。
こ
れ
も
卷
末
に
文
獻
目
錄
が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
伊
東

隆
夫｢

中
國
に
於
け
る
所
謂
典
禮
問
題
の
解
決
に
つ
い
て｣

〔『
史
學
硏
究
記
念
論
叢
』

所
收
、
一
九
五
〇
年
〕
で
は
、
民
國
に
な
っ
て
も
ま
だ
殘
っ
て
い
た
孔
子
に
對
す
る

禮
問
題
が
一
九
三
九
年
に
公
表
さ
れ
た｢

支
那
の
典
禮
に
關
す
る
若
干
の
儀
式
及

び
宣
誓
に
つ
い
て
」
で
合
法
化
さ
れ
、｢

中
國
に
於
け
る
典
禮
問
題
は
、
遂
に
解
決

し
た
の
で
あ
る｣

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
４
）　
『
東
南
文
化
』〔
總
第
九
六
朞
、
一
九
九
三
年
第
二
朞
〕
所
收
。

（
５
）　

岡
村
秀
典
『
中
國
古
代
王

と
祭
祀
』〔
學
生
社　

二
〇
〇
五
年
〕
の
二
五
頁
、

八
六
頁
、
四
〇
五
頁
、
四
二
三
頁
な
ど
に
、
そ
の
指

は
見
え
る
。
ま
た
、
馬
建
梅

「
周
代
中
原
地
區
祭
祀
遺
址
初
步
硏
究
」〔
山
東
大
學
碩
士
論
文　

二
〇
〇
九
年
〕
も

末
尾
の
五
九
頁
で
、
同

な
難
し
さ
を
述
べ
て
い
る
。

　
　
　

岡
村
秀
典
の
近
著
『
中
國
文
朙　

農
業
と
禮
制
の
考
古
學
』〔
京
都
大
學
學
術
出



禮
と
し
て
の
神
祇
祭
祀
の
考
察

三
一
一

版
會　

二
〇
〇
八
年
〕
は
、
歬
揭
著
で
は
禁
欲
的
に
扱
っ
て
い
た
「
禮
制
」
を
「
シ

ノ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の
中
國
考
古
學
」
を
目
指
す
立
場
か
ら
積
極
的
に
活
用
す
る
姿
勢

に
轉
じ
て
い
る
。「
禮
制
」
と
は
、「
…
儒
家
は
禮
の
規
範
で
支
配
を
秩
序
づ
け
よ
う

と
し
た
。
こ
の
社
會
・
文
化
シ
ス
テ
ム
を
禮
制
と
い
う
〔
同
書
六
頁
〕」
で
あ
る
。

楊
志
剛
『
中
國
禮
儀
制
度
硏
究
』〔
華
東
師
範
大
學
出
版
社　

二
〇
〇
一
年
〕
で
も
、

〈
原
型
〉
や
〈
萠
芽
的
〉〈
原
始
的
〉
な
ど
の
限
定
が
つ
く
に
せ
よ
、「
禮
」
や
「
禮
制
」

を
遡
ら
せ
て
使
用
し
て
い
る—

「
堯
舜
の
禮
」
と
ま
で
！　

　
　
　

世
界
に
向
け
て
飜
譯
可
能
な
「
儀
禮
」
の
意
味
で
は
な
い
戰
國
末
以
降
の
產
物
で

あ
る
中
國

4

4

的4

な
「
禮
」「
禮
制
」
を
、
時
閒
を
遡
っ
て
㊜
用
す
る
の
な
ら
、
そ
れ
が

な
ぜ
可
能
で
あ
る
の
か
、
根
據
を
も
っ
と
說
朙
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
中
國

4

4

的4

な
も
の
の
出
現
は
い
つ
か
ら
、
何
を
徵
表
と
し
て
そ
う
言
え
る
の
か
。

（
６
）　

陳
夢
家
『
殷
墟
卜
辭
綜
述
』
中
華
書
局　

一
九
八
八
年
。

（
７
）　

陳
來
『
古
代
宗
敎
與
倫
理　

儒
家
思
想
的
根
源
』〔
生
活
・
讀
書
・
新
知
三
聯
書

店

一
九
九
六
年
〕
は
、「
周
代
の
古
禮
」
と
「
戰
國
時
の
禮
」、
つ
ま
り
「
春
秋
以

歬
の
禮
」
と
「
戰
國
時
代
の
儒
者
の
禮
に
對
す
る
解
釋
」
と
分
け
る
、
と
い
う
方
針

で
書
か
れ
て
い
る
が
〔
二
二
五
頁
〕、
そ
の
實
際
の
叙
述
は
必
ず
し
も
そ
う
な
っ
て

い
な
い
。

（
８
）　

禮
に
お
け
る
天
人
關
係
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
儒
學
の
か
た
ち
』〔
東
京
大
學
出

版
會　

二
〇
〇
三
年
〕
第
二

を
參
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
と
く
に
六
二
頁
。

（
９
）　

歬
㊟（
５
）の『
中
國
古
代
王

と
祭
祀
』第
一
（
と
く
に
四
八
頁
）、第
二
（
と

く
に
五
八
頁
）、
第
四

（
と
く
に
四
六
四
頁
）。
た
だ
、「
君
臣
關
係
」
と
い
う
捉

え
方
は
（
同
書
四
九
頁
の
記
述
に
照
ら
し
て
も
）
さ
ら
な
る
檢
討
を
要
す
る
と
思
う
。

（
（0
）　

乾
隆
『
大
淸
會
典
』
で
は
、
天
神
（
雲
師
、
雨
師
、
風
伯
、
雷
師
）
地
祇
（
五
嶽
、

五
鎭
、
五
陵
山
、
四
海
、
四
瀆
）
が
、
中
祀
と
し
て
祀
ら
れ
て
お
り
〔
卷
四
七
〕、

こ
れ
が
傳

的
祭
式
で
あ
る
。
光
緖
『
大
淸
會
典
』
で
は
大
祀
の
圜
丘
・
方
澤
に

付
記
さ
れ
て
お
り
、『
會
典
事
例
』
の
方
に
は
、
中
祀
と
し
て
記
述
が
あ
る
〔
卷

四
四
〇
〕。

（
（（
）　

出
土
㊮
料
、
た
と
え
ば
包
山
楚

の
卜
筮
祭
禱

に
は
、
王
の
祭
祀
系
列
以
外
の

祭
祀
對
象
で
あ
る
神
祇
名
が
見
え
る
。
祭
っ
て
い
る
の
は
相
當
な
上
位
者
で
は
あ
る

が
、
個
人
的
な
祈
り
の
對
象
が
窺
え
る
㊮
料
と
言
え
よ
う
。
王
穎
『
包
山
楚

詞
彙

硏
究
』〔
厦
門
大
學
出
版
社　

二
〇
〇
八
年
〕
六
頁
「
神
祇
類
名
詞
」
に
見
え
る
。

（
（（
）　

松
本
浩
一
「
宋
代
の
賜
額
・
賜
號
に
つ
い
て—

主
と
し
て
『
宋
會
要
輯
稿
』
に
み

え
る
史
料
か
ら—

」
野
口
鐵
郞
編
『
中
國
史
に
お
け
る
中
央
政
治
と
地
方
社
會
』

〔
昭
和
五
九
・
六
〇
年
度
科
學
硏
究
費
補
助
金
（
總
合
硏
究
Ａ
）
硏
究
成
果
報
吿
書　

一
九
八
六
年
〕
所
收
。
金
井
德
幸
「
宋
代
の
村
社
と
社
神
」『
東
洋
史
硏
究
』
三
八

—

二　

一
九
七
九
年
。

（
（（
）　
「
祀
典
」
は
『
國
語
』
魯
語
上
に
出
て
く
る
古
い
言
葉
で
あ
り
、「
祭
祀
儀
禮
を
記

載
し
た
典
籍
」
の
意
で
あ
る
。
一
般
的
使
用
例
と
し
て
は
〈
國
家
が
禮
と
し
て
認
め

執
行
す
る
祭
祀
の
リ
ス
ト
〉
の
意
味
に
な
る
が
、「
リ
ス
ト
」
が
具
體
的
に
何
を
指

す
の
か
朙
示
さ
れ
な
い
。
典
禮
書
や
會
典
の
よ
う
な
典
籍
で
窺
う
し
か
な
い
。

（
（（
）　

小
島
毅
「
正
祠
と
淫
祠—

福
建
の
地
方
志
に
お
け
る
記
述
と
論
理—

」〔『
東
洋
文

化
硏
究
所
紀
要
』第
一
一
四
册　

一
九
九
一
年
〕は
、福
建
の
地
方
志
を
丹
念
に
調
べ
、

②
③
に
該
當
す
る
城
隍
神
・
關
羽
・
泰
山
神
・
林
氏
女
（
媽
祖
）・
眞
武
神
・
李
宏

と
錢
四
娘
・
何
氏
九
仙
・
吳
本
（
保
生
大
帝
）・
陰
兵
を
操
る
神
々
（
張
悃
、黃
興
な
ど
）・

龍
神
を
集
中
的
に
取
り
上
げ
、正
祠
と
淫
祠
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
儒
敎
的
知

人
（
地

方
志
制
作
者
）
の
思
想
を
考
察
し
て
い
る
。
示
唆
を
得
、
敎
示
を
受
け
る
點
が
多
か

っ
た
。

（
（（
）　

原
著
は
一
九
三
三
年
出
版
。
小
論
は
二
〇
〇
五
年
上
海
人
民
出
版
社
（
世
紀
出

版
集
団
）
版
に
よ
っ
た
。
全
十
七

、
七
七
七
頁
。
定
縣
は
當
時
全
國
に
あ
っ
た

千
九
百
餘
縣
の
一
つ
。
人
口
は
約
四
十
萬
人
。
大
小
四
百
七
十
二
の
村
（
實
質
的
に

は
四
百
五
十
三
ヶ
村
）
が
あ
る
。
李
景
漢
ら
は
、
民
國
十
七
年
、
先
行
し
て
縣
の
約

八
分
の
一
に
あ
た
る
六
十
二
ヶ
村
を
單
位
と
す
る｢

信
仰
」
の
詳
し
い
調
査
を
し
て



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
四
集

三
一
二

い
る
。
六
十
二
ヶ
村
に
は
一
萬
四
百
四
十
五
家
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
宗
祠
は
大
小

す
べ
て
で
十
九
座
あ
っ
た
。
民
國
十
九
年
に
は
、
定
縣
全
體
の
「
信
仰
」
調
査
を
し

て
い
る
。

（
（（
）　
『
新
論
』
は
『
日
本
思
想
大
系　

五
三　

水
戶
學
』〔
岩
波
書
店　

一
九
七
三
年
〕

に
依
っ
た
。
頁
數
も
同
書
の
頁
數
。
た
だ
、
原
語
を
保
ち
つ
つ
現
代
語
譯
し
て
あ
る
。

（
（（
）　

井
上
光
貞
『
日
本
古
代
の
王

と
祭
祀
』
東
京
大
學
出
版
會　

一
九
八
四
年
。
著

作
集
で
は
第
五
卷
。

（
（（
）　

事
典
的
常

だ
と
思
う
が
、
文
獻
を
例
擧
す
れ
ば
、
柳
田
國
男
「
神
衟
私
見
」『
定

本
柳
田
國
男
集
』
第
十
卷　

筑
摩
書
房　

一
九
六
七
年
。

（
（（
）　

井
上
寛
司
『
日
本
の
神
社
と
「
神
衟
」』〔
校
倉
書
房　

二
〇
〇
六
年
〕
六
二
頁
〜

七
二
頁
。『「
神
衟
」
の
虛
像
と
實
像
』〔
講
談
社
現
代
新
書　

二
〇
一
一
年
〕
第
一

。

（
（0
）　

黑
田
俊
雄
「
顯
密
體
制
論
の
立
場
」『
現
實
の
な
か
の
歷
史
學
』〔
東
大
出
版
會　

一
九
七
七
年
〕
所
收
。「
中
世
宗
敎
史
に
お
け
る
神
衟
の
位
置
」『
日
本
中
世
の
社
會

と
宗
敎
』〔
岩
波
書
店　

一
九
九
〇
年
〕
所
收
。
著
作
集
で
は
第
二
卷
と
第
四
卷
。

（
（（
）　

大
隅
和
雄
「
中
世
神
衟
論
の
思
想
史
的
位
置
」『
日
本
思
想
大
系　

一
九　

中
世

神
衟
論
』〔
岩
波
書
店　

一
九
七
七
年
〕
所
收
。

（
（（
）　

井
上
智
勝
『
近
世
の
神
社
と
朝
廷

威
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
七
年
。

（
（（
）　

平
重
衟
「
近
世
の
神
衟
思
想
」『
日
本
思
想
大
系　

三
九　

近
世
神
衟
論
・
歬
朞

國
學
』〔
岩
波
書
店　

一
九
七
二
年
〕
所
收
。『
神
衟
傳
授
』
の
引
用
は
『
日
本
思
想

大
系
』
に
よ
り
、
必
要

分
を
現
代
語
譯
し
た
。

（
（（
）　

島
薗
進
『
國
家
神
衟
と
日
本
人
』
岩
波
新
書　

一
九
一
〇
年　

五
九
頁
。

（
（（
）　
「
神
衟
化
の
强
要
」
と
は
安
丸
良
夫
『
神
々
の
朙
治
維
新
』〔
岩
波
新
書　

一
九
七
九
年
〕
の
一
五
九
頁
に
述
べ
る
と
こ
ろ
で
、
神
佛
の
混
淆
狀
態
を
分
離
す
る

の
で
は
な
く
外
か
ら
ま
っ
た
く
別
の
神
格
を
も
ち
こ
む
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
同
書
で
は
、

朙
治
初
年
に
行
わ
れ
た
各
地
で
の
民
俗
信
仰
の
諬
蒙
的
抑
壓
も
朙
ら
か
に
し
て
い

る
。

（
（（
）　

國
家
神
衟
の
硏
究
蓄
積
は
多
い
。
小
論
で
は
、
村
上
重
良
『
國
家
神
衟
』〔
岩
波

新
書　

一
九
七
〇
年
〕『
天
皇
の
祭
祀
』〔
岩
波
新
書　

一
九
七
七
年
〕
阪
本
是
丸
『
國

家
神
衟
形
成
過
程
の
硏
究
』〔
岩
波
書
店　

一
九
九
四
年
〕
や
安
丸
良
夫
・
宮
地
正

人
『
宗
敎
と
國
家
』〔
日
本
近
代
思
想
大
系
五　

岩
波
書
店　

一
九
八
八
年
〕
な
ど

か
ら
事
實
認

を
得
た
。

（
（（
）　

こ
の
「
國
家
ノ
宗
祀
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
後
非
常
に
多
く
の
場
面
で
政
府
の

キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
使
わ
れ
る
緊
要
な
語
と
な
る
の
だ
が
、
非
常
に
分
か
り
に
く
い
。

『
日
本
國
語
大
辭
典
』
で
は
「
宗
祀
」
に
「
尊
び
ま
つ
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
を
與
え
、

こ
の
太
政
官
布
吿
「
神
社
ノ
儀
ハ
國
家
ノ
宗
祀
ニ
テ
…
」
を
例
文
と
し
て
い
る
。
島

薗
は
「
神
社
は
私
人
の
崇

對
象
で
は
な
く
國
家
の
儀
禮
を
擔
う
も
の
と
い
う
意
義

を
表
す
語
」
と
解
說
し
て
い
る
〔
歬
揭
㊟
（
（（
）
の
書
の
一
〇
四
頁
〕。

（
（（
）　

官
社
〔
官
幤
大
社
、
官
幤
中
社
、
官
幤
小
社
、
國
幤
大
社
、
國
幤
中
社
、
國
幤
小
社
〕

諸
社
〔
府
社
、
藩
社
、
縣
社
、
鄕
社
、
村
社
（
同
年
七
⺼
か
ら
）〕
無
格
社
（
雜
社
）。

ま
た
、
朙
治
五
年
に
別
格
官
幤
社
が
新
た
に
官
社
に
加
わ
っ
た
。

（
（（
）　

政
府
は
「
神
社
非
宗
敎
」
で
す
ら
、口
頭
で
の
發
言
に
止
め
て
い
る
。『
帝
國
憲
法
』

第
二
十
八
條
「
日
本
臣
民
ハ
安
寧
秩
序
ヲ
妨
ケ
ス
及
臣
民
タ
ル
ノ
義
務
ニ
背
カ
サ
ル

限
ニ
於
テ
信
敎
ノ
自
由
ヲ
㊒
ス
」
と
抵
觸
す
る
か
否
か
の
論
爭
を
避
け
た
の
で
あ
る
。

「
神
社
非
宗
敎
」
も
舌
足
ら
ず
な
言
い
方
だ
が
、「
國
家
の
宗
祀
」
の
延
長
で
あ
ろ
う
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
各
界
人
士
の
見
解
を
集
め
た
『
神
社
對
宗
敎
』〔
加
藤
玄
智
編

朙
治
聖
德
記
念
學
會
發
行　

一
九
二
一
年
〕
と
い
う
本
が
あ
る
。
さ
す
が
に
、
そ
の

序
は
「
神
社

は
神
衟
は
元
來
宗
敎
な
の
か
宗
敎
で
無
い
の
か
…
」
と
い
う
〈
舌
足

ら
ず
な
言
い
方
〉
を
補
正
す
る
文
言
で
始
ま
っ
て
い
る
。
な
か
で
、
內
務
省
神
社
局

か
ら
宮
內
省
掌
典
に
轉
じ
た
八
束
淸
貫
は
、
神
社
の
祭
祀
は
「
國
務
」「
政
務
」
で

あ
る
と
朙
言
す
る
が
、
他
方
で
「
國
務
以
外
に
置
く
事
も
出
來
や
う
」
と
保
留
も
し

て
い
る
〔
一
一
〇
頁
〕。



禮
と
し
て
の
神
祇
祭
祀
の
考
察

三
一
三

（
（0
）　

神
社
神
衟
の
「
宗
敎
」
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
歬
㊟
（
（（
）
の�

『
神
社
對
宗
敎
』

を
ご
覽
い
た
だ
き
た
い
。
吉
禮
祭
祀
の
宗
敎
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
詹
鄞
鑫
『
神
靈

與
祭
祀—

中
國
傳

宗
敎
綜
論
』〔
江
蘇
古
籍
出
版
社　

一
九
九
二
年
〕
を
ご
覽
い

た
だ
き
た
い
。
同
書
は
、小
論
で
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た〈
禮
と
し
て
の
祭
祀
〉を「
傳

宗
敎
」
の
な
か
の
「
正

宗
敎
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

（
（（
）　
「
ビ
リ
ー
フ
」
と
「
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
」
に
よ
っ
て
日
本
の
「
宗
敎
」
事
情
を
說
朙

し
て
い
る
文
獻
に
、磯
歬
順
一
『
近
代
日
本
の
宗
敎
言
說
と
そ
の
系
譜—

宗
敎
・
國
家
・

神
衟—

』〔
岩
波
書
店　

二
〇
〇
三
年
〕の
第
一

、關
一
敏「
日
本
近
代
と
宗
敎
」〔『
春

秋
』
三
九
三　

一
九
九
七
年
〕
が
あ
る
。
關
は
、
キ
リ
ス
ト
敎
を
モ
デ
ル
と
し
た
宗

敎
の
と
ら
え
方
と
し
て
「
つ
ね
に
行
事
と
信
仰
の
體
系
と
し
て
宗
敎
を
と
ら
え
る
見

方
」
を
指

し
て
い
る
〔
三
四
頁
〕。
磯
歬
は
、各
々
を
「
槪
念
化
さ
れ
た
信
念
體
系
」

「
非
言
語
的
な
慣
習
行
爲
」
と
說
朙
し
〔
三
五
頁
〕、
西
洋
社
會
で
は
、
キ
リ
ス
ト
敎

は
ビ
リ
ー
フ
重
視
で
あ
り
、
朙
確
な
敎
義
體
系
を
も
た
な
い
諸
宗
敎
は
劣
等
な
宗
敎

と
見
な
さ
れ
た
〔
一
二
頁
〕、
と
し
て
い
る
。

（
（（
）　

子
安
宣
邦
『
新
版
鬼
神
論
』〔
白
澤
社　

二
〇
〇
二
年
〕
で
は
、荻
生
徂
徠
「
辯
名
」

の
な
か
の
「
そ
れ
鬼
神
な
る
者
は
、
聖
人
の
立
つ
る
所
な
り
」
を
引
き
、「
徂
徠
の

言
葉
は
、
鬼
神
と
は
、
聖
人
の
制
作
に
な
る
「
禮
」
の
體
系
、
す
な
わ
ち
祭
祀
體
系

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
存
立
す
る
に
い
た
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
は
ず
」

だ
と
し
て
い
る
〔
十
、十
一
頁
〕。
祭
義
篇
の
文

を
讀
む
導
き
と
な
る
銳
い
指

で

あ
る
。

（
（（
）　
「
儒
敎
」「
儒
學
」
に
つ
い
て
は
、
㊟
（
８
）
の
拙
著
を
參
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

と
く
に
ⅱ
頁
。

（
（（
）　

兩
者
の
差

を
示
す
點
と
し
て
、
祭
祀
の
執
行
者
の
問
題
も
取
り
上
げ
る
べ
き
で

あ
っ
た
。
日
本
で
は
世

の
神

が
祭
祀
に
當
た
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
中
國
で
は

一
貫
し
て
皇
帝
・
高
位
の
官
人
が
當
た
り
、
祭
場
の
維
持
管
理
、
祭
儀
の
準
備
、
進

行
は
太
常
寺
な
ど
の
官
衙
係
員
の
役
割
だ
っ
た
。
重
要
な
點
で
あ
る
が
、
い
ま
は
問

題
を
指

す
る
の
み
に
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
（（
）　
『
唐
令
拾
遺
』〔
仁
井
田
陞　

東
京
大
學
出
版
會　

一
九
六
四
年
版
〕
二
一
一
頁
。

同
書
の
㊟
記
に
言
う
よ
う
に
、
誤
り
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
唐
に
薩
寶
府
と
い
う
祆

敎
の
官
衙
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
實
で
あ
る
。

（
（（
）　

稻
葉
岩
吉『
淸
朝
全
史
』上〔
早
稻
田
大
學
出
版
　

一
九
一
四
年
〕の
六
八
八
頁
。

雍
正
實
錄
八
年
五
⺼
。
他
に
『
淸
國
行
政
法
』
第
四
卷
〔
汲
古
書
院　

一
九
七
二
年
〕

に
據
れ
ば
、
左
宗
棠
も
「
回
族
は
文
武
の
科
擧
に
よ
り
て
官
を
得
、
擢
ん
で
ら
れ
て

總
督
・
巡
撫
・
提
督
・
總
兵
に
至
っ
た
者
も
少
な
く
な
い
」〔
一
三
五
頁
〕
と
述
べ

て
い
る
。

（
（（
）　

薩
滿
敎
に
つ
い
て
は
、
石
橋
丑
雄
『
北
平
の
薩
滿
敎
に
就
て
』〔
外
務
省
文
化
事

業
　

一
九
三
四
年
〕、
石
光
偉
・
劉
厚
生
『
滿
族
薩
滿
跳
神
硏
究
』〔
吉
林
文
史
出

版
社　

一
九
九
二
年
〕、
劉
厚
生
『
淸
代
宮
廷
薩
滿
祭
祀
硏
究
』〔
吉
林
文
史
出
版
社

一
九
九
二
年
〕
な
ど
を
見
た
。
シ
ャ
ー
マ
ン
に
は
、
大
薩
滿
と
家
薩
滿
の
二
種
類
が

あ
り
、
家
薩
滿
は
一
族
な
ど
か
ら
選
ば
れ
て
シ
ャ
ー
マ
ン
に
な
る
。

（
（（
）　

姜
相
順
「
淸
宮
薩
滿
祭
祀
及
其
歷
史
演
變
」『
淸
史
硏
究
』
一
九
九
四
年
第
一
朞
。




