
儒
敎
の
再
考

�

は
じ
め
に

　

北
京
の
南
郊
外
に
天
壇
公
園
が
あ
る
。
そ
の
廣
さ
は
二
百
七
十
�

平
方
メ
ー

ト
ル
あ
り
、
實
に
甲
子
園
球
場
の
七
十

と
い
う
廣
大
な
面
積
を
誇
っ
て
い
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
天
壇
公
園
は
か
つ
て
中
國
の
皇
帝
が
天
を
祭
っ
た
場
で
あ

り
、
天
の
祭
り
は
少
な
く
と
も
紀
元
歬
十
二
世
紀
頃
か
ら
紀
元
後
二
十
世
紀
初
頭

ま
で
、
す
な
わ
ち
周
王
朝
か
ら
淸
王
朝
ま
で
、
お
よ
そ
�
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て

續
け
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ほ
ど
長
年
に
わ
た
っ
て
同
一
の
神
格
が
祭
り
續
け
ら
れ

た
の
は
世
界
の
文
朙
史
を
見
渡
し
て
み
て
も
稀
㊒
な
例
と
い
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
天
壇
に
お
け
る
天
の
祭
り
が
最
大
規

の
「
儒
敎
祭
祀
」
で
あ
っ

た
こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。
天
は
儒
敎
に
お
け
る
神
格
の
一
つ
だ
っ
た

か
ら
で
あ
り
、『
詩
經
』
や
『
禮
記
』『
周
禮
』
な
ど
の
儒
敎
經
典
に
そ
の
祭
り
が

朙
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
「
儒
敎
」
硏
究
に
お
い
て
天
を
初
め

と
す
る
神
々
の
祭
祀
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
な
い
。
儒
敎
硏
究
者
は
孔
子
や
孟

子
、
朱
子
學
や
陽
朙
學
に
つ
い
て
說
朙
し
て
も
、
こ
う
し
た
祭
祀
の
側
面
に
つ
い

て
考
慮
す
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
近
年
し
ば
し
ば

議
論
さ
れ
る
儒
敎
の
宗
敎
性
と
い
う
も
の
も
當
然
こ
の
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
く
る

で
あ
ろ
う
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
儒
敎
硏
究
は
「
中
國
哲
學
」
の
分

野
、
す
な
わ
ち
倫
理
や
哲
學
、
政
治
思
想
と
い
っ
た
分
野
に
集
中
し
て
い
て
祭
祀

や
儀
禮
の
分
野
を
看
過
し
て
お
り
、
儒
敎
の
全
體
像
を
と
ら
え
て
い
る
と
は
い
い

が
た
い
。
こ
れ
は
實
は
「
儒
敎
と
は
何
か
」
と
い
う
重
大
な
問
題
を
は
ら
む
の
で

あ
る
が
、
と
も
あ
れ
こ
れ
ま
で
の
儒
敎
硏
究
は
ど
こ
か
偏
向
し
て
い
た
と
い
う
印

象
を
免
れ
ず
、
よ
っ
て
儒
敎
に
對
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
も
偏
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、

儒
敎
の
理
解
を
妨
げ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

い
ま
擧
げ
た
天
壇
の
例
は
我
々
の
見

と
し
が
ち
な
事
例
の
一
つ
に
す
ぎ
な

い
。
儒
敎
と
は
何
か
を
め
ぐ
っ
て
は
、
改
め
て
整
理
、
檢
討
す
る
必
要
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
本
稿
は
儀
禮
や
祭
祀
を
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
「
儒
敎
」
と
い
う

文
化
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
て
、
孔
子
や
儒
敎
經
典
（
五
經
や
十
�

經
）
と
の
關
係
も
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
と
も
に
、
近
年
の
硏
究
動
向
に
も
觸
れ
る

こ
と
と
し
た
い
。「
儒
敎
の
再
考
」
と
題
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る（

（
（

。

一　

儒
敎
と
儀
禮

　

１　

儒
敎
儀
禮
の
成
立
と
孔
子

　

ま
ず
、
儀
禮
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
儀
禮
（「
禮
」）
が
儒
敎
の
必
要
不
可

儒
敎
の
再
考―

儀
禮
・
祭
祀
・
神
々
・
五
經

�

吾
妻
重
二



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
五
集

�

子
入
大
廟
、
每
事
問
。
或
曰
、「
孰
謂
鄹
人
之
子
知
禮
乎
、
入
大
廟
、
每
事

問
」。
子
聞
之
曰
、「
是
禮
也
」。

（
子
、
大
廟
に
入
り
て
事
ご
と
に
問
う
。
或
る
ひ
と
曰
く
、「
孰た

れ

か
鄹す

う

人ひ
と

の
子
、
禮

を
知
る
と
謂
う
や
。
大
廟
に
入
り
て
事
ご
と
に
問
う
」。
子
、
之
を
聞
き
て
曰
く
、

「
是
れ
禮
な
り
」。）

と
あ
る
の
は
、
當
時
西
周
や
魯
で
實
施
さ
れ
て
い
た
儀
禮
を
學
ぼ
う
と
す
る
孔
子

の
姿
を
よ
く
傳
え
て
い
る
。「
其
在
宗
廟
朝
廷
、
便
便
言
唯
謹
爾
」（
其
の
宗
廟
・

朝
廷
に
在
り
て
は
、
便
便
言
と
し
て
唯
だ
謹
む
の
み
）
と
い
う
の
も
、
孔
子
が
當
時
の

國
家
儀
禮
を
謙
虛
に
學
ぼ
う
と
姿
勢
を
傳
え
て
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
孔
子
を
繼
承
す
る
後
學
た
ち
は
、
儀
禮
面
に
お
い
て
も
整
備
を
は
か

っ
た
。
士
身
分
の
儀
禮
を
中
心
と
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
る
『
儀
禮
』、
さ
ま
ざ

ま
な
儀
禮
に
關
す
る
ノ
ー
ト
で
あ
る
『
禮
記
』、
そ
し
て
一

の
儒
家
が
理
想
と

し
て
編
纂
し
た
政
典
『
周
禮
』

─
い
わ
ゆ
る
�
禮
文
獻
が
、
こ
う
し
て
で
き
あ

が
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
『
周
禮
』
の
み
は
後
出
の
文
獻
で
あ
り
、
そ
の
性

格
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
に
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、
後
漢
の
鄭
玄
以
降
、
宋
代
の

一
時
朞
を
除
い
て
儒
敎
經
典
と
し
て
の
地
位
が
搖
ら
い
だ
こ
と
は
な
い
。

　

つ
ま
り
、
殷
周
時
代
以
降
、
國
家
や
貴
族
に
よ
っ
て
孔
子
と
は
無
關
係
に

0

0

0

0

積

さ
れ
て
き
た
儀
禮
關
係
の
文
獻
や
口
述
は
春
秋
時
代
後
朞
か
ら
戰
國
時
代
に
か
け

て
、
も
っ
ぱ
ら
孔
子
お
よ
び
そ
の
後
學
の
儒
家
の
手
に
よ
り
整
理
、
改
編
さ
れ
て

後
世
に
傳
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
他
に
殘
さ
れ
た
關
連
古
文
獻
が
あ
ま
り
な
か
っ

た
こ
と

─
た
と
え
ば
西
周
は
儀
禮
文
化
を
發
逹
さ
せ
た
が
、
そ
の
國
家
儀
禮
の

式
次
第
を
記
錄
し
た
典
籍
は
傳
わ
っ
て
い
な
い

─
、
ま
た
漢
代
に
儒
敎
が
國
家

敎
學
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
以
後
、
�
禮
文
獻
に
記
載
さ
れ
る
儒
敎
儀
禮

が
中
國
の
傳

儀
禮
の
中
心
を
な
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

缺
な
要
素
で
あ
る
こ
と
は
『
論
語
』
の
「
興
於
詩
、
立
於
禮
、
成
於
樂
」（
泰
伯

篇
）、「
克
己
復
禮
爲
仁
」（
顏
淵
篇
）、「
博
學
於
文
、
約
之
以
禮
」（
雍
也
篇
、
顏
淵

篇
）、「
文
質
彬
彬
」（
雍
也
篇
）
な
ど
の
語
や
鄕
黨
篇
に
記
述
さ
れ
る
孔
子
の
さ
ま

ざ
ま
な
言
動
か
ら
知
ら
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
中
國
で
は
古
く
か
ら
儀
禮
が
發
逹
し
た
。
殷
周
に
先
立
っ
て
成
立
し

た
と
さ
れ
る
夏
王
朝
に
つ
い
て
、
近
年
の
歷
史
硏
究
者
は
「
中
國
文
朙
を
特
徵
づ

け
る
宮
廷
儀
禮
を
整
え
た
王
朝
は
二
里
頭
�
朞
に
成
立
し
た
。
そ
れ
が
夏
王
朝
で

あ
る
」
と
し
、
夏
王
朝
の
文
朙
を
特
徵
づ
け
る
も
の
こ
そ
「
禮
制
」
に
ほ
か
な
ら

な
い
と
い
っ
て
い
る（

（
（

。
夏
王
朝
と
い
う
も
の
の
存
在
は
い
ま
だ
未
確
定
で
あ
る
に

し
て
も
、
こ
の
時
朞
の
文
化
に
儀
禮
が
そ
な
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
確
實
で
あ

り
、
そ
れ
を
受
け
繼
い
だ
殷
周
王
朝
が
儀
禮
を
整
備
し
た
こ
と
は
當
時
の
靑
銅
器

に
見
え
る
銘
文
（
金
文
）
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る（

（
（

。

　

と
り
わ
け
西
周
王
朝
時
代
に
は
「
詩
書
禮
樂
」
の
文
化
が
發
逹
し
た
。
そ
し
て

そ
の
後
、
西
周
の
文
化
を
尊
ん
だ
儒
家
に
よ
り
、
お
そ
ら
く
春
秋
時
代
後
朞
か
ら

戰
國
時
代
に
か
け
て
そ
れ
ら
の
文
獻
は
整
理
を
ほ
ど
こ
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
儒
敎
經

典
と
し
て
成
立
す
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（

（
（

。
儒
敎
經
典
の
記
述
の
中
に
西
周

時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
儀
禮
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
楊

の
硏
究
が
朙
ら

か
に
し
て
い
る（

（
（

。

　

儒
敎
の
成
立
は
春
秋
時
代
後
朞
に
現
わ
れ
た
孔
子
（BC（（（-（79
）
に
求
め
ら

れ
る
が
、
孔
子
が
儀
禮
に
關
し
て
强
調
し
た
の
は
儀
禮
が
形
式
に

れ
る
こ
と
を

戒
し
、
儀
禮
を
し
か
る
べ
き
精
神
の
裏
づ
け
の
も
と
に
と
り
行
な
う
こ
と
で
あ

っ
て
、
儀
禮
そ
の
も
の
の
否
定
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
孔
子
が
儀
禮
自
體
を
輕

ん
じ
た
形
跡
は
『
論
語
』
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
逆
に
、
孔
子
は
西
周
の
文
化
・

儀
禮
の
贊
美
者
で
あ
り
、
そ
の
復
興
を
强
く
意
圖
し
て
い
た
。『
論
語
』
八
佾
篇

に
、



儒
敎
の
再
考

五

と
な
っ
て
と
り
行
な
う
國
家
的
儀
式
の
最
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
分
類
と
な
っ

た
。
も
っ
と
も
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
五
つ
の
禮
の
配
列
順
序
は
時
代
や
文
獻
に

よ
っ
て
や
や
違
う
が
、
歷
代
の
代
表
的
な
禮
文
獻
が
吉
凶
賓
軍
嘉
の
五
類
に
よ
っ

て
儒
敎
儀
禮
を
整
理
し
て
い
る
こ
と
が
や
は
り
重
要
で
あ
る（

（
（

。

吉
賓
軍
嘉
凶

─『
大
唐
開
元
禮
』、『
新
唐
書
』
禮
樂
志

吉
嘉
賓
軍
凶

─
唐
・
杜
佑
『
通
典
』
禮
、『
宋
史
』
禮
志
、『
朙
史
』
禮

志
、
淸
・
秦

田
『
五
禮
通
考
』

吉
凶
軍
賓
嘉

─『
遼
史
』
禮
志

嘉
賓
凶
吉
軍

─
淸
・
江
永
『
禮
書
綱
目
』

　

２
．
八
禮

　

次
に
、
八
禮
の
分
類
方
式
が
あ
る
。『
禮
記
』
禮
運
篇
に
、

夫
禮
、
必
本
於
天
、
殽
於
地
、
列
於
鬼
神
、
逹
於
喪
祭
射

冠
昏
朝
聘
。

（
夫
れ
禮
は
必
ず
天
に
本
づ
き
、
地
に
殽な

ら

い
、
鬼
神
に
列
し
、
喪
・
祭
・
射
・

・

冠
・
昏
・
朝
・
聘
に
逹
す
。）

と
い
い
、

夫
禮
必
本
於
天
、
動
而
之
地
、
列
而
之
事
、
變
而
從
時
、
協
於
分

。
其
居

人
也
曰
養
、
其
行
之
以
貨
力
・
辭
讓
．
飮
⻝
．
冠
昏
喪
祭
射

朝
聘
。

（
夫
れ
禮
は
必
ず
天
に
本
づ
き
、
動
き
て
地
に
之ゆ

き
、
列
し
て
事
に
之
き
、
變
じ
て

時
に
從
い
、
分

に
協か

な

う
。
其
の
人
に
居
り
て
は
養
と
曰
い
、
其
の
之
を
行
な
う

に
は
貨
力
、
辭
讓
、
飮
⻝
、
冠
・
昏
・
喪
・
祭
・
射
・

・
朝
・
聘
を
以
て
す
。）

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
と
も
に
冠
・
昏
・
喪
・
祭
・
射
・

・
朝
・
聘
の
八
つ
の
禮

が
擧
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
禮
記
』
昏
義
篇
に
は
、

夫
禮
、
始
於
冠
、
本
於
昏
、
重
於
喪
祭
、
尊
於
朝
聘
、
和
於
射
鄕
。
此
禮
之

大
體
也
。

（
夫
れ
禮
は
、
冠
に
始
ま
り
、
昏
に
本
づ
き
、
喪
・
祭
に
重
く
し
、
朝
・
聘
に
尊
く

　

２　

儒
敎
儀
禮
の
分
類

　

で
は
、
儒
敎
儀
禮
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
そ
の
內

容
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

　

儒
敎
に
お
い
て
は
古
來
「
禮
儀
�
百
、
威
儀
�
千
」（『
禮
記
』
中
庸
篇
）、「
經

禮
�
百
、
曲
禮
�
千
」（
同
、
禮
器
篇
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
國
家
、
皇
帝
か
ら

個
人
レ
ベ
ル
に
至
る
諸
局
面
で
の
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
儀
禮
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

「
儒
敎
儀
禮
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
へ
の
答
え
と
し
て
最
も

單
な
の
は
、
儒

敎
文
獻
に
見
ら
れ
る
儀
禮
は
す
べ
て
儒
敎
儀
禮
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
ろ

う
。『
儀
禮
』『
周
禮
』『
禮
記
』
の
�
禮
文
獻
を
は
じ
め
、『
易
經
』、『
尙
書
』、

『
詩
經
』、
春
秋
�
傳
、『
大
戴
禮
記
』、『
論
語
』、『
孟
子
』、『

子
』
な
ど
の
儒

敎
文
獻
に
肯
定
的
に
言
及
さ
れ
る
儀
禮
は
す
べ
て
儒
敎
儀
禮
と
見
て
よ
い
。

　

そ
れ
ら
の
多
種
多
彩
な
儒
敎
儀
禮
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
內
容
分
類
の
試
み

が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
五
禮
、
八
禮
、
�
禮
の
�
つ

を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

１
．
五
禮

　

ま
ず
、
五
禮
の
分
類
が
あ
る
。
吉
・
凶
・
賓
・
軍
・
嘉
の
五
つ
の
禮
が
そ
れ
で

あ
る
。
ご
く

單
に
い
え
ば
、
吉
禮
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
神
格
の
祭
祀
を
い
い
、
凶

禮
は
災
い
な
ど
を
哀
し
む
も
の
で

喪
儀
禮
や
弔と
む
らい
な
ど
の
禮
を
含
む
。
賓
禮
は

賓
客
に
ま
み
え
、

待
す
る
際
の
禮
、
軍
禮
は
軍
事
演
習
な
ど
軍
隊
に
か
か
わ
る

禮
、
嘉
禮
は
慶
事
を
こ
と
ほ
ぐ
も
の
で
、
冠
禮
や
婚
禮
、
飮
⻝
、
射
、
饗
宴
な
ど

の
禮
を
い
う
。
こ
の
分
類
は
『
周
禮
』
春
官
・
大
宗
伯
に
吉
禮
、
凶
禮
、
賓
禮
、

軍
禮
、
嘉
禮
と
し
て
見
え
る
記
述
が
最
も
古
く
、『
周
禮
』
地
官
・
保
氏
「
五

禮
」
の
鄭
玄
㊟
、『
尙
書
』
舜
典
の
「
修
五
禮
」
の
僞
孔
傳
な
ど
の
經
㊟
は
こ
れ

を
ふ
ま
え
て
い
る
。

　

こ
の
五
禮
は
、
そ
の
後
の
中
國
に
お
け
る
儒
敎
儀
禮
、
と
り
わ
け
皇
帝
が
中
心
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冠
昏
喪
祭
、
禮
之
大
者
、
今
人
都
不
以
爲
事
。（『
程
氏
遺
書
』
卷
一
八
、『
近

思
錄
』
卷
九
に
も

む
）

（
冠
昏
喪
祭
は
禮
の
大
な
る
者
な
る
に
、
今
人
は
都ま

っ
たく

以
て
事
と
爲
さ
ず
。）

　

ま
た
司
馬
光
『
書
儀
』
は
、
目
次
を
冠
儀
、
婚
儀
、
喪
儀
の
�

分
に
分
け
、

祭
禮
の
記
述
を
喪
儀
の
中
に
含
ま
せ
て
お
り
、
や
は
り
冠
昏
喪
祭
の
�

じ
た
て

に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
『
書
儀
』
を
一
素
材
と
し
て
編
ま
れ
た
朱
熹
の
『
家
禮
』

が
、
通
禮
以
下
、
冠
禮
、
昏
禮
、
喪
禮
、
祭
禮
を
目
次
と
し
て
い
る
こ
と
は
良
く

知
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
南
宋
末
の
王
應
麟
『
小
學
紺
珠
』
人
倫
類

も
�
禮
と
し
て
冠
昏
喪
祭
を
擧
げ
て
い
る
。

　

こ
の
冠
昏
喪
祭
の
內
容
と
な
っ
て
い
る
の
は
個
人
を
中
心
と
す
る
儀
禮
で
あ
っ

て
、
國
家
儀
禮
で
は
な
い
。
い
わ
ば
日
常
生
活
に
お
い
て
必
要
な
儀
禮
な
の
で
あ

る
。
つ
い
で
に
い
え
ば
、
現
在
、
日
本
で
廣
く
使
わ
れ
て
い
る
「
冠
婚

祭
」
と

い
う
語
は
、
喪
の
字
を

に
し
て
い
る
が
、
朱
子
學
、
特
に
『
家
禮
』
に
も
と
づ

く
も
の
と
推
測
さ
れ
る（

9
（

。
江
戶
時
代
に
お
け
る
朱
子
學
の
普
及
と
あ
い
ま
っ
て
、

こ
の
語
も
定
着
し
た
の
で
あ
ろ
う
。『
家
禮
』
が
當
時
、
廣
く
讀
ま
れ
、
ま
た
さ

ま
ざ
ま
な
㊟
や
論
述
を
生
み
出
す
こ
と
は
か
つ
て
指

し
た
こ
と
が
あ
る（
（（
（

。

　

以
上
、
代
表
的
な
儀
禮
分
類
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
最
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス

な
分
類
は
第
一
の
五
禮
（
吉
凶
賓
軍
嘉
）
で
あ
り
、
國
家
を
中
心
と
す
る
諸
儀
禮

の
包
括
的
な
整
理
方
式
と
し
て
傳

的
に
受
け
繼
が
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
五

禮
分
類
を
初
め
て
記
述
す
る
『
周
禮
』
は
そ
の
成
書
年
代
に
諸
說
あ
る
が
、
少
な

く
と
も
後
漢
以
降
、
唐
代
を
經
て
淸
末
に
至
る
ま
で
正
當
な
分
類
と
さ
れ
て
き
た

も
の
で
あ
っ
て
、
祭
禮
は
そ
の
う
ち
の
「
吉
禮
」
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、

八
禮
や
�
禮
（
冠
昏
喪
祭
）
の
分
類
は
國
家
儀
禮
を
對
象
に
し
た
も
の
で
は
な
く
、

士
人
た
ち
個
人
が
一
生
の
閒
に
行
な
う
社
會
生
活
上
の
儀
禮
、
す
な
わ
ち
通
過
儀

禮
ふ
う
の
內
容
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
分
類
の
場
合
に
お
い
て
も

し
、
射
・
鄕
に
和
ら
ぐ
。
是
れ
禮
の
大
體
な
り
。）

と
見
え
る
。
こ
こ
で
は
右
の
禮
運
篇
に
い
う
八
禮
の
う
ち
の
「

」
が
「
鄕
」
に

な
っ
て
い
る
の
が
違
う
だ
け
で
、
あ
と
は
同
じ
で
あ
る
た
め
、
淸
の
邵
懿
辰
は
禮

運
篇
の
「

」
は
「
鄕
」
の
誤
字
だ
ろ
う
と
い
っ
て
い
る（

7
（

。
あ
る
い
は
そ
う
か
も

し
れ
な
い
。「
鄕
」
と
は
鄭
玄
㊟
に
よ
れ
ば
鄕
飮
酒
禮
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
見
る
と
、
先
の
五
禮
分
類
が
も
っ
ぱ
ら
國
家
的
規

の
儀
禮
を
指
す
の

に
對
し
、
八
禮
は
個
人
が
一
生
の
閒
に
行
な
う
べ
き
社
會
生
活
上
の
儀
禮
を
主
な

內
容
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
士
冠
禮
に
始
ま
る
現
行
の
『
儀
禮
』
テ
キ
ス

ト
は
士
階
級
を
中
心
に
し
た
儀
禮
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
り
、
八
禮
分
類
こ
そ
と
っ
て

い
な
い
も
の
の
、
こ
れ
ま
た
國
家
儀
禮
の
記
述
を
含
ま
ず
、
個
人
の
社
會
生
活
上

の
視
點
か
ら
編
纂
さ
れ
た
書
物
と
い
え
る（

（
（

。
こ
の
ほ
か
『
禮
記
』
王
制
篇
に
「
六

禮
、
冠
昏
喪
祭
鄕
相
見
」（
六
禮
は
、
冠
・
昏
・
喪
・
祭
・
鄕
・
相
見
な
り
）
と
し
て

六
禮
の
語
が
見
え
る
が
、
こ
れ
も
同

の
視
點
に
も
と
づ
く
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

３
．
四
禮

　

�
禮
は
一
般
に
冠
・
昏
・
喪
・
祭
の
儀
禮
を
い
う
。
こ
れ
は
も
と
も
と
上
記
の

八
禮
に
も
と
づ
き
、
そ
の
射
・
鄕
・
朝
・
聘
を
省
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
�
禮

の
み
に
限
っ
た
分
類
は
古
い
文
獻
に
は
見
あ
た
ら
ず
、
隋
の
王
通
『
文
中
子
』
禮

學
篇
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
の
が
早
い
例
と
思
わ
れ
る
。

冠
禮
廢
、
天
下
無
成
人
矣
。
昏
禮
廢
、
天
下
無
家
衟
矣
。
喪
禮
廢
、
天
下
遺

其
親
矣
。
祭
禮
廢
、
天
下
忘
其
祖
矣
。

（
冠
禮
廢す

た

る
れ
ば
、
天
下
に
成
人
無
し
。
昏
禮
廢
る
れ
ば
、
天
下
に
家
衟
無
し
。

喪
禮
廢
る
れ
ば
天
下
、
其
の
親
を
遺わ

す

る
。
祭
禮
廢
る
れ
ば
、
天
下
、
其
の
祖
を
忘

る
。）

　

こ
の
�
禮
分
類
は
、
宋
代
の
儒
敎
と
り
わ
け
衟
學
に
至
っ
て
强
調
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
程
頤
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。



儒
敎
の
再
考

七

に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
こ
と
す
る
が
、「
百
神
」
す
な
わ
ち
や
お
よ
ろ
ず

0

0

0

0

0

の
神

を
祭
る
の
で
あ
る
か
ら
、
儒
敎
は
多
神
敎
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

儒
敎
祭
祀
の
も
う
一
つ
の
特
徵
は
、
祭
る
者
の
地
位
に
よ
っ
て
祭
祀
の
對
象
が

違
っ
て
く
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
の
階
級
性
で
あ
る
。
皇
帝
が
祭
る
こ
と
の
で
き

る
神
格
と
、
士
や
庶
民
が
祭
る
こ
と
の
で
き
る
神
格
と
は
全
然
違
う
。
そ
う
し
た

身
分
秩
序
に
よ
る
違
い
を
示
す
記
述
は
多
い
が
、
右
の
引
用
に
お
い
て
も
、
諸
侯

は
神
が
み
ず
か
ら
の
支
配
封
域
內
に
あ
れ
ば
祭
る
が
、
な
け
れ
ば
祭
ら
な
い
と
い

う
。
孔
穎
逹
疏
は
こ
れ
を
、
諸
侯
は
天
地
を
祭
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
封
域
內

に
あ
る
山
林
川
澤
な
ら
祭
る
こ
と
が
で
き
る
、
魯
の
泰
山
、
晉
の
黃
河
、
楚
の
長

江
・
漢
水
な
ど
が
そ
れ
だ
、
と
い
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
王
が
天
地
を
は
じ
め
と

す
る
百
神
を
祭
る
㊮
格
を
も
つ
の
に
對
し
、
諸
侯
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
く
、
祭

り
う
る
對
象
が
限
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る（
（（
（

。

　

ま
た
『
禮
記
』
曲
禮
篇
下
に
、

天
子
祭
天
地
、
祭
�
方
、
祭
山
川
、
祭
五
祀
、
歲
遍
。
諸
侯
方
祀
、
祭
山

川
、
祭
五
祀
、
歲
遍
。
大
夫
祭
五
祀
、
歲
遍
。
士
祭
其
先
．

（
天
子
は
天
地
を
祭
り
、
�
方
を
祭
り
、
山
川
を
祭
り
、
五
祀
を
祭
り
、
歲
ご
と
に

徧あ
ま
ねし

。
諸
侯
は
方
祀
し
、
山
川
を
祭
り
、
五
祀
を
祭
り
、
歲
ご
と
に
徧
し
。
大
夫

は
五
祀
を
祭
り
、
歲
ご
と
に
徧
し
。
士
は
其
の
先
を
祭
る
。）

と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
天
子
は
天
地
、
�
方
、
山
川
、
五
祀
の
祭
り
を
每
年
あ
ま

ね
く
と
り
行
な
う
。
こ
の
う
ち
五
祀
と
は
い
わ
ゆ
る
小
神
の
祭
祀
を
い
い
、
小
神

と
は
鄭
玄
㊟
に
よ
れ
ば
「
人
の
閒
に
居
り
て
小
過
を
司
察
し
て
譴
吿
を
爲
す
」

（『
禮
記
』
祭
法
篇
、
鄭
㊟
）
と
こ
ろ
の
神
々
、
す
な
わ
ち
戶
・
竈
・
中
霤
・
門
・
行

で
あ
る
。
戶
は
家
屋
內
の
出
入
り
口
の
神
、
竈
は
カ
マ
ド
の
神
、
中
霤
は
家
屋
を

守
る
宅
神
、
門
は
門
神
で
あ
り
、
行
は
旅
を
守
る
神
、
日
本
で
い
う
衟
祖
神
の
ご

と
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
曲
禮
篇
に
よ
れ
ば
、
そ
の
あ
と
、
天
子
─
諸
侯
─
大

祭
禮
が
重
要
な
儀
禮
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
變
わ
り
が
な
い
。

『
禮
記
』
祭

篇
に
、

凢
治
人
之
衟
、

急
於
禮
。
禮
㊒
五
經
、

重
於
祭
。

（
凢
そ
人
を
治
む
る
の
衟
は
、
禮
よ
り
急
な
る
は

し
。
禮
に
五
經
㊒
り
、
祭
り
よ

り
重
き
は

し
。）

と
い
う
の
は
、
儒
敎
儀
禮
に
お
け
る
祭
祀
の
重
要
性
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
鄭

玄
㊟
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
い
う
「
五
經
」
と
は
吉
凶
賓
軍
嘉
の
五
禮
を
い
い
、
そ

の
う
ち
で
も
吉
禮
す
な
わ
ち
「
祭
り
」
こ
そ
が
最
も
重
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
祭
祀
は
儒
敎
儀
禮
の
中
に
は
っ
き
り
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
し
か
も
そ

の
重
要
な

分
を
な
し
て
い
た
。
儒
敎
を
か
た
ち
づ
く
る
不
可
缺
の
要
素
と
し
て

儀
禮
が
あ
り
、
そ
の
儀
禮
の
中

に
祭
祀
が
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

二　

儒
敎
に
お
け
る
神
々
の
祭
祀
と
階
級
性

　

こ
の
よ
う
に
、
祭
祀
は
儒
敎
の
重
要
な
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
た
。
で
は
、
そ

の
特
色
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

儒
敎
祭
祀
に
お
い
て
ま
ず
特
徵
的
な
の
は
さ
ま
ざ
ま
な
神
格
を
祭
る
と
い
う
點

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
た
と
え
ば
『
禮
記
』
祭
法
篇
に
、

山
林
川
谷
丘
陵
能
出
雲
、
爲
風
雨
、
見
怪
物
、
皆
曰
神
。
㊒
天
下
者
祭
百

神
、
諸
侯
在
其
地
則
祭
之
、
亡
其
地
則
不
祭
。

（
山
林
川
谷
丘
陵
の
能
く
雲
を
出
だ
し
、
風
雨
を
爲
し
、
怪
物
を
見あ

ら

わ
す
を
、
皆
な

神し
ん

と
曰
う
。
天
下
を
㊒た

も

つ
者
は
百
神
を
祭
る
。
諸
侯
は
其
の
地
に
在
れ
ば
則
ち
之

を
祭
る
も
、
其
の
地
に
亡な

け
れ
ば
則
ち
祭
ら
ず
。）

と
あ
る
。
雲
や
風
雨
を
起
こ
す
な
ど
の
不
思
議
な
現
象
（「
怪
物
」）
を
現
わ
す
山

林
、
川
谷
、
丘
陵
は
す
べ
て
神し
ん

で
あ
り
、
天
下
を
支
配
す
る
王
は
そ
れ
ら
の
神
の

す
べ
て
を
祭
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
實
際
に
ど
の
よ
う
な
神
格
が
祭
ら
れ
た
の
か
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と
あ
る
の
が
そ
う
で
あ
る
。
要
す
る
に
こ
れ
は
、
天
子
は
七
代
の
祖
先
を
祭
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
天
子
─
諸
侯
─
大
夫
─
士
・
庶
人
と
地
位
が
下
が
る
の
に
從
っ

て
祭
り
う
る
祖
先
の
世
代
數
が
減
っ
て
い
き
、
士
・
庶
人
に
お
い
て
は
み
ず
か
ら

の
父
親
一
代
し
か
祭
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

以
上
は
祭
祀
に
限
っ
て
見
た
も
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
儒
敎
の
儀
禮
全
體
が
身
分

に
よ
る
階
級

念
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
儒
敎
祭
祀
に
お
け
る
身
分
秩
序
は
、
實

は
儒
敎
儀
禮
の
身
分
秩
序
の
あ
ら
わ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
士
以
上
の
階
層
と
庶

民
階
層
を
儀
禮
の
上
で
區
別
す
る
言
說
が
儒
敎
文
獻
に
し
ば
し
ば
見
う
け
ら
れ
る

の
は
そ
の
た
め
で
あ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
記
述
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。

禮
不
下
庶
人
、
刑
不
上
大
夫
。（『
禮
記
』
曲
禮
篇
上
）

（
禮
は
庶
人
に
下
ら
ず
、
刑
は
大
夫
に
上
ら
ず
。）

由
士
以
上
則
必
以
禮
樂
節
之
、
衆
庶
百
姓
則
必
以
法
數
制
之
。（『
子
』
富

國
篇
）

（
士
よ
り
以
上
は
則
ち
必
ず
禮
樂
を
以
て
之
を
節
す
る
も
、
衆
庶
百
姓
は
則
ち
必
ず

法
數
を
以
て
之
を
制
す
。）

古
者
、
禮
不
及
庶
人
、
刑
不
至
君
子
、
所
以

臣
之
節
也
。（
賈
誼
『
新

書
』
階
級
篇
、『
漢
書
』
賈
誼
傳
）

（
古
者
、
禮
は
庶
人
に
及
ば
ず
、
刑
は
君
子
に
至
ら
ざ
る
は
、

臣
の
節
を

は
げ

ま
す

所
以
な
り
。）

　

こ
の
よ
う
に
、
庶
民
に
對
し
て
儀
禮
は
㊜
用
さ
れ
な
い
と
い
う
の
が
儒
敎
の
た

て
ま
え
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
儀
禮
は
洗
練
さ
れ
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
る

べ
き
で
、
泥
臭
い
下
品
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
が
反
映
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。『
禮
記
』
坊
記
篇
に
「
禮
と
は
、
人
の
情
に
因
り
て
之
が

節
文
を
爲
す
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
感
情
に
節
文
（
節
目
と
文
彩
）
を
つ
け
て

上
品
な
か
た
ち
で
表
現
し
た
の
が
儀
禮
だ
か
ら
で
あ
る
。

夫
─
士
と
地
位
が
降
る
の
に
從
っ
て
祭
祀
の
對
象
が
縮
小
さ
れ
て
い
き
、
士
に
至

っ
て
は
た
だ
み
ず
か
ら
の
祖
先
の
み
を
祭
る
だ
け
だ
と
い
う
。

　
『
禮
記
』
祭
法
篇
に
も
類
似
の
記
述
が
あ
る
。

王
爲
群
姓
立
七
祀
、
曰
司
命
、
曰
中
霤
、
曰
國
門
、
曰
國
行
、
曰
泰

、
曰

戶
、
曰
竈
。
王
自
爲
立
七
祀
。
諸
侯
爲
國
立
五
祀
、
曰
司
命
、
曰
中
霤
、
曰

國
門
、
曰
國
行
、
曰
公

。
諸
侯
自
爲
立
五
祀
。
大
夫
立
�
祀
、
曰
族

、

曰
門
、
曰
行
。
㊜
士
立
二
祀
、
曰
門
、
曰
行
。
庶
士
．
庶
人
立
一
祀
、
或
立

戶
、
或
立
竈
。

（
王
は
群
姓
の
爲
に
七
祀
を
立
つ
。
曰
く
司
命
、
曰
く
中
霤
、
曰
く
國
門
、
曰
く
國

行
、
曰
く
泰

、
曰
く
戶
、
曰
く
竈
。
王
は
自
ら
の
爲
に
七
祀
を
立
つ
。
諸
侯
は

國
の
爲
に
五
祀
を
立
つ
。
曰
く
司
命
、
曰
く
中
霤
、
曰
く
國
門
、
曰
く
國
行
、
曰

く
公

。
諸
侯
は
自
ら
の
爲
に
五
祀
を
立
つ
。
大
夫
は
�
祀
を
立
つ
。
曰
く
族

、

曰
く
門
、
曰
く
行
。
㊜
士
は
二
祀
を
立
つ
。
曰
く
門
、
曰
く
行
。
庶
士
・
庶
人
は

一
祀
を
立
つ
。
或
い
は
戶
を
立
て
、
或
い
は
竈
を
立
つ
。）

こ
れ
も
や
は
り
小
神
の
祭
祀
に
關
す
る
記
述
で
、
王
は
司
命
（
運
命
を
監
視
す
る

神
）、
中
霤
（
宅
神
）、
國
門
（
都
城
の
門
神
）、
國
行
（
王
の
旅
行
を
守
る
神
）、
泰

（
子
孫
な
き
者
の
遊
魂
）、
お
よ
び
戶
、
竈
を
祭
る
が
、
王
─
諸
侯
─
大
夫
─
㊜
士
─

庶
士
・
庶
人
と
地
位
が
降
る
の
に
伴
っ
て
こ
れ
ま
た
祭
祀
の
範
圍
が
せ
ば
ま
っ
て

い
き
、
庶
士
・
庶
人
に
至
っ
て
は
戶
も
し
く
は
竈
の
ど
ち
ら
か
一
つ
し
か
祭
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
な
地
位
に
よ
る
違
い
は
祖
先
祭
祀
に
つ
い
て
も
い
え
る
。『
禮
記
』

王
制
篇
に
、

天
子
は
七
廟
。
�
昭
�
穆
と
大
祖
の
廟
と
七
な
り
。
諸
侯
は
五
廟
。
二
昭
二

穆
と
大
祖
の
廟
と
五
な
り
。
大
夫
は
�
廟
。
一
昭
一
穆
と
大
祖
の
廟
と
�
な

り
。
士
は
一
廟
。
庶
人
は
寢
に
祭
る
。



儒
敎
の
再
考

九

更
禱
箇
甚
麼
。
一
身
之
中
、
凢
所
思
慮
運
動
、
無
非
是
天
。
一
身
在
天
裏

行
、
如
魚
在
水
裏
、
滿
肚
裏
都
是
水
。
某
說
人
家
還
醮
無
意
思
〔
一
作
「
最

可
笑
」〕、
豈
㊒
斟
一
盃
酒
、
盛
兩
箇
餠
、
要
享
上
帝
。
且
說
㊒
此
理
無
此

理
。
某
在
南
康
祈
雨
、
每
日
去
天
慶

燒
香
。
某
說
、
且
謾
去
〔
一
作
「
且

慢
」〕。
今

㊒
箇
人
不
經
州
縣
、
便
去
天
子
那
裏
下
狀
時
、
你
嫌
他
不
嫌

他
。
你
須
捉
來
打
、
不
合
越
訴
。
而
今
祈
雨
、
却
如
何
不
祭

內
山
川
、
如

何
便
去
吿
上
帝
」。
義
剛
（『
朱
子
語
類
』
卷
九
十
・
禮
七
・
祭
・
（（
條
）

（
叔
器
が
質
問
し
た
、「
天
子
は
天
地
を
祭
り
、
諸
侯
は
山
川
を
祭
り
、
大
夫
は
五
祀

を
祭
り
、
士
庶
人
は
先
祖
を
祭
る
と
い
い
ま
す
が
、
身
分
と
し
て
そ
う
す
べ
き
な

の
で
し
ょ
う
か
」。

　
答
え
、「
こ
れ
も
氣
が
關
係
し
て
い
る
。
天
子
は
天
地
の
主
だ
か
ら
あ
の
天
地
を
祭

る
こ
と
が
で
き
る
。
ほ
か
の
人
だ
と
、
天
地
は
天
子
以
外
の
人
閒
と
關
連
し
な
い

か
ら
、
祭
り
よ
う
が
な
い
。
諸
侯
は
山
川
を
祭
る
が
、
こ
れ
も
そ
の
領
內
の
も
の

だ
け
を
祭
る
。
た
と
え
ば
楚
の
昭
王
が
病
氣
に
か
か
り
、
占
う
と
『
黃
河
の
た
た

り
』
と
出
た
。
大
夫
た
ち
は
黃
河
を
祭
ろ
う
と
し
た
が
、
昭
王
は
、
黃
河
は
楚
の

領
內
に
は
な
い
か
ら
黃
河
が
た
た
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
っ
た
。
そ
の
た
め
孔
子

は
昭
王
を
た
た
え
て
、
昭
王
が
國
を
失
わ
な
か
っ
た
の
は
も
っ
と
も
だ
、
と
い
っ

た
の
だ
。
以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
領
外
の
山
川
は
自
身
と
關
係
が
な
い
の
だ

か
ら
、
當
然
、
祭
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
」。

　
ま
た
質
問
、「
親
孝
行
の
婦
人
が
殺
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
天
が
旱
魃
を
起
こ
し
た
の

は
ど
う
い
う
わ
け
で
し
ょ
う
か
」。

　
答
え
、「
そ
れ
は
彼
女
一
人
の
力
で
天
地
を
感
じ
さ
せ
動
か
す
の
に
十
分
だ
っ
た
の

だ
。
だ
が
、
祭
祀
と
な
れ
ば
、
分
と
し
て
彼
女
と
は
關
係
が
な
く
な
る
。
ど
う
し

て
祭
り
が
で
き
よ
う
か
」。

ま
た
質
問
し
た
、「
人
々
は
最
近
、
燒
香
し
て
天
を
拜
ん
だ
り
し
て
い
ま
す
が
、
た

　

こ
れ
に
關
連
し
て
、『
左
傳
』
僖
公
�
十
一
年
條
に
は
「
鬼
神
は
其
の
族
類
に

非
ざ
れ
ば
、
其
の
祀
り
を
う

け
ず
」
と
あ
る
。
こ
の
記
述
自
體
は
祖
先
祭
祀
に
つ

い
て
述
べ
た
も
の
で
、
鬼
神
す
な
わ
ち
祖
靈
の
祭
祀
は
同
族
の
者
が
祭
ら
な
け
れ

ば
成
立
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
し
か
る
べ
き
地
位
の
者
が
祭
る
の
で
な
け

れ
ば
祭
祀
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
點
で
は
、
他
の
神
々
の
祭
祀
と
同

で
あ

る
。
儒
敎
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
庶
民
が
天
や
山
川
の
神
々
を
祭
る
の
は
僭
越
き
わ

ま
り
な
い
行
爲
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

地
位
に
よ
る
祭
祀
對
象
の
違
い
は
、
儒
敎
の
宗
敎
性
を
論
じ
る
場
合
、
重
要
な

意
味
を
も
っ
て
い
る
。
先
に
も
觸
れ
た
よ
う
に
、
儒
敎
に
お
い
て
は
「
百
神
」
す

な
わ
ち
や
お
よ
ろ
ず

0

0

0

0

0

の
神
々
が
祭
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
を
祭
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
實
は
天
子
の
み
で
あ
っ
て
、
庶
民
は
い
く
ら
か
の
神
格
を
除
い
て
祭
る
の

を
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
庶
民
レ
ベ
ル
に
許
容
さ
れ
る
儒
敎
祭
祀
は
戶
も
し
く

は
竈
の
祭
り
、
お
よ
び
祖
先
祭
祀
ぐ
ら
い
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
祭
祀
に
お
け
る
階
級
性
に
關
し
て
は
、『
朱
子
語
類
』
に
も
興
味
深

い
對
話
が
あ
る
。

　

叔
器
問
「
天
子
祭
天
地
、
諸
侯
祭
山
川
、
大
夫
祭
五
祀
、
士
庶
人
祭
其

先
、
此
是
分
當
如
此
否
」。
曰
「
也
是
氣
與
他
相
關
。
如
天
子
則
是
天
地
之

主
、
便
祭
得
那
天
地
。

似
其
他
人
、
與
他
人
不
相
關
後
、
祭
箇
甚
麼
。
如

諸
侯
祭
山
川
、
也
只
祭
得

內
底
。
如
楚
昭
王
病
後
卜
云
『
河
爲
祟
』。
諸

大
夫
欲
祭
河
、
昭
王
自
言
楚
之
分
地
不
及
於
河
、
河
非
所
以
爲
祟
。
孔
子
所

以
美
之
云
、
昭
王
之
不
失
國
也
宜
哉
。
這
便
見
得

外
山
川
與
我
不
相
關
、

自
不
當
祭
」。

　

問
「
如
殺
孝
婦
、
天
爲
之
旱
、
如
何
」。
曰
「
這
自
是
他
一
人
足
以
感

動
天
地
。

祭
祀
則
分
與
他
不
相
關
、
如
何
祭
得
」。

　

問
「
人
而
今
去
燒
香
拜
天
之
類
、
恐
也
不
是
」。
曰
「
天
只
在
我
、
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第
六
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五
集

一
〇

は
五
祀
を
祭
り
、
士
庶
は
其
の
先
を
祭
る
。
古
人
の
祀
典
は
品
節
一
定
に
し
て
、

紊
亂
を
容
れ
ず
。）

と
朙
言
し
、「
各
隨
其
分
之
所
至
」（
各
お
の
其
の
分
の
至
る
所
に
隨
う
）
べ
き
こ
と

を
强
調
し
て
い
る
。

　

儒
敎
が
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
神
々
の
祭
祀
を
含
む
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
の
目

に
宗
敎
的
に
映
ら
な
い
理
由
は
こ
う
し
た
階
級
性
の

念
に
あ
る
。
儒
敎
祭
祀
の

ほ
と
ん
ど
は
一
般
庶
民
と
は
無
關
係
に
と
り
行
な
わ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
た

と
え
ば
現
在
、
北
京
に
は
天
壇
や
地
壇
、
社
稷
壇
、
先
農
壇
と
い
っ
た
朙
淸
時
代

の
巨
大
な
祭
祀
施
設
が
數
多
く
殘
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
祭
り
の
擔
い
手
は
皇

帝
も
し
く
は
朝
廷
で
あ
り
、
一
般
士
人
や
庶
民
は
こ
れ
に
參
與
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
儒
敎
の
神
々
は
一
般
人
に
は
ほ
と
ん
ど
無
緣
の
存
在
だ
っ
た
の
で
あ

る（
（（
（

。
で
は
、
一
般
人
は
ど
の
よ
う
な
神
格
に
祈
る
か
と
い
う
と
、
右
に
引
い
た

『
朱
子
語
類
』
の
問
答
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
衟
敎
や
佛
敎
の
神
格
を
信

仰
す
る
の
で
あ
る
。
衟
敎
や
佛
敎
の
神
格
に
は
、
階
級
や
身
分
に
よ
っ
て
祭
祀
を

限
定
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
儒
敎
の
も
つ
宗
敎
性
の
特

さ
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

儒
敎
は
多
神
敎
の
性
格
を
も
つ
が
、

民
に
開
か
れ
た
祭
祀
・
信
仰
を
も
つ
衟
敎

や
佛
敎
、
キ
リ
ス
ト
敎
、
イ
ス
ラ
ー
ム
な
ど
の
諸
宗
敎
と
は
い
ち
じ
る
し
く

な

っ
て
い
る
。
儒
敎
の
神
々
は
誰
で
も
祭
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
一
言
で
い
え
ば
、

儒
敎
の
宗
敎
性
は
普
遍
性
に
缺
け
る
の
で
あ
る
。

三　

儒
敎
祭
祀
の
實
際―

宋
代
を
中
心
に

　

で
は
、
實
際
に
ど
の
よ
う
な
祭
祀
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
か
を
見
て
い
た
い
。

こ
れ
を
中
國
古
代
か
ら
す
べ
て
例
證
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
ひ
と
ま
ず

國
家
儀
禮
が
整
備
さ
れ
た
北
宋
時
代
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。

ぶ
ん
正
し
く
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
」。

答
え
、「
天
は
わ
が
身
に
備
わ
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
わ
ざ
わ
ざ
祈
る

必
要
が
あ
ろ
う
。
わ
が
一
身
に
お
い
て
、
思
慮
し
た
り
運
動
し
た
り
す
る
こ
と
す

べ
て
が
天
の
は
た
ら
き
だ
。
わ
が
身
は
天
の
中
で
動
い
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
魚
が

水
の
中
に
い
て
、
お
な
か
の
中
が
水
で
い
っ
ぱ
い
な
の
と
同
じ
だ
。
連
中
に
言
っ

て
や
っ
た
よ
、
醮
な
ん
か
無
意
味
だ
〔
他
の
記
錄
で
は
「
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ら
お
か
し

い
」
と
な
っ
て
い
る
〕、
一
杯
の
盃

さ
か
ず
きに
酒
を
盛
り
、
二
個
の
餠
を
供
え
て
上
帝
を

祭
ろ
う
な
ん
て
、
そ
ん
な
話
が
あ
る
か
っ
て
ね
。
そ
ん
な
衟
理
が
い
っ
た
い
あ
る

の
か
ね
。
私
は
南
康
軍
で
雨
乞
い
を
し
た
時
、
每
日
、
天
慶

に
行
っ
て
燒
香
し

て
い
た
。
私
は
、
だ
ま
し
に
行
っ
て
く
る
さ
〔
他
の
記
錄
で
は
「
ち
ょ
っ
と
待
て

よ
」
と
な
っ
て
い
る
〕、
と
言
っ
て
や
っ
た
も
の
さ
。
今
も
し
或
る
人
が
州
や
縣
を

と
び
越
え
て
、
天
子
の
も
と
に
じ
か
に
訴
え
を
屆
け
た
ら
、
君
は
い
や
じ
ゃ
な
い

か
ね
。
き
っ
と
そ
い
つ
を
ひ
っ
つ
か
ま
え
て
な
ぐ
り
つ
け
、
僭
越
な
訴
え
を
さ
せ

な
い
よ
う
に
す
る
は
ず
だ
。
今
、
雨
乞
い
を
す
る
な
ら
、
ど
う
し
て
領
內
の
山
川

を
祭
ら
な
い
の
だ
、
ど
う
し
て
す
ぐ
上
帝
に
訴
え
る
の
だ
」。（
黃
義
剛
））

　

こ
の
問
答
は
、
天
地
を
祭
り
う
る
の
は
天
子
だ
け
で
あ
る
こ
と
、
地
方
長
官

（
古
代
の
諸
侯
に
相
當
）
は
領
內
の
山
川
を
祭
祀
す
べ
き
こ
と
な
ど
、
中
國
古
代
の

階
級
に
も
と
づ
く
祭
祀
原
則
が
後
世
に
お
い
て
も
搖
ら
い
で
い
な
か
っ
た
こ
と
を

よ
く
示
し
て
い
る
。
朱
熹
は
「
天
は
わ
が
身
に
備
わ
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ど
う

し
て
わ
ざ
わ
ざ
祈
る
必
要
が
あ
ろ
う
」
と
い
っ
て
る
が
、

し
い
言
い
譯
と
い
う

べ
き
で
、
實
を
い
え
ば
庶
民
に
は
天
に
祈
る
㊮
格
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。

　

朱
熹
の
門
人
の
陳
淳
も
ま
た
、
そ
の
『
北
溪
字
義
』
に
お
い
て
、

天
子
祭
天
地
、
諸
侯
祭
社
稷
及
其

內
之
名
山
大
川
、
大
夫
祭
五
祀
、
士
庶

祭
其
先
。
古
人
祀
典
、
品
節
一
定
、
不
容
紊
亂
。（『
北
溪
字
義
』
卷
下
、
鬼
神
）

（
天
子
は
天
地
を
祭
り
、
諸
侯
は
社
稷
及
び
其
の

內
の
名
山
大
川
を
祭
り
、
大
夫



儒
敎
の
再
考

一
一

立
夏

赤

怒（
赤
帝
）

南
郊
の
壇

○　

大　

も
と
緯

書
に
出
典

季
夏
土
王
日

含
樞
紐（
黃
帝
）

南
郊
の
壇

○　

大　

も
と
緯

書
に
出
典

立
秋

白
招
拒（
白
帝
）

西
郊
の
壇

○　

大　

も
と
緯

書
に
出
典

立
冬

叶
光
紀（
黑
帝
）

北
郊
の
壇

○　

大　

も
と
緯

書
に
出
典

春
分

朝
日

東
郊
の
壇

○　

中

秋
分

夕
⺼

西
郊
の
壇

○　

中

立
春

太
一

東
太
一
宮

×　

衟
敎
的

立
秋

太
一

西
太
一
宮

×　

衟
敎
的

※
夏
冬

太
一

中
太
一
宮

×　

衟
敎
的

臘
日

百
神

大
蜡（
（（
（

南
郊
の
壇

○　

？

夏
至

皇
地
祇

北
郊

方
丘

○　

大

孟
冬

神
州
地
祇

北
郊

方
壇

○　

大

�
孟
、
季
冬

皇
帝
の
祖
先

太
廟
と
后
廟（
（（
（

○　

大

春
秋
二
仲
、
臘

日

太
社
、
太
稷

社
稷

太
社
壇
、
太
稷
壇

○　

中

春
秋
二
仲

九
宮
貴
神

東
郊
の
壇
＆
泰
山

下
行
宮
の
東

○　

大　

衟
敎
的

　

次
に
揭
げ
る
一
覽
表
は
北
宋
に
お
け
る
神
宗
時
代
ま
で
の
常
祀
を
、
主
に
『
宋

史
』
禮
志
に
よ
っ
て
整
理
し
、
い
く
ら
か
關
連
事
項
を
つ
け
加
え
た
も
の
で
あ

る（
（（
（

。
表
の
中
で
※
印
を
つ
け
た
祭
祀
は
神
宗
時
代
に
な
っ
て
新
た
に
加
え
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
備
考
欄
で
は
唐
代
と
の

同
が
わ
か
る
よ
う
し
た
。
す
な

わ
ち
、
○
印
は
『
大
唐
郊
祀
錄
』
に
見
え
る
も
の
、
×
印
は
同
書
に
見
え
な
い
も

の
。
大
、
中
、
小
は
同
書
に
お
け
る
大
祀
、
中
祀
、
小
祀
の
區
分
を
示
す
。
大

祀
、
中
祀
、
小
祀
は
規

の
大
き
さ
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
に
分
け
ら
れ
た
も
の
で

あ
る（
（（
（

。

　
　

宋
代
の
國
家
祭
祀
一
覽
（
常
祀
の
み
）

時　

朞

主　

神

祭　

名

場　

所

備　

考

〔
朝　
　

〕

大　
　

祀

正
⺼
上
辛

昊
天
上
帝

祈
穀

圜
丘

○　

大

孟
夏

昊
天
上
帝

大
雩

圜
丘

○　

大

季
秋

昊
天
上
帝

大
享
朙
堂

朙
堂（
（（
（

○　

大

冬
至

昊
天
上
帝

南
郊

圜
丘

○　

大

正
⺼
上
辛

感
生
帝

南
郊
の
壇

×　

も
と
緯
書
に

出
典

立
春

靈
威
仰（
靑
帝
）

／
以
下
、
五
方

帝

東
郊
の
壇

○　

大　

も
と
緯

書
に
出
典



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
五
集

一
二

秋
分

壽
星
（
南
極
老

人
星
）

壽
星
壇

×

立
冬
後

日

司
中
、
司
命
（
（（
（

、

司
人
、
司
祿

太
廟
・
門
外
の
西

○　

小

孟
冬

司
寒
（
玄
冥
）

氷
井
務

×

季
夏
土
王
日

中
霤

太
廟
・
庭
の
中
央

×

※
立
春

戶

太
廟
・
室
戶
外
の

西

×

※
立
夏

竈

太
廟
・
門
の
東

×

※
立
秋

門　

太
廟
・
門
外
の
西

×

※
立
冬

行

太
廟
・
門
外
の
西

×

〔
諸　
　

州
〕

中　
　

祀

立
春

東
嶽
岱
山
／
以

下
、
五
嶽

兗
州

○　

中

立
夏

南
嶽
衡
山

衡
州

○　

中

立
秋

西
嶽

山

州

○　

中

立
冬

北
嶽
恆
山

定
州

○　

中

季
夏
土
王
日

中
嶽
嵩
山

河
南
府

○　

中

春
分

高
禖

高
禖
壇（
（（
（

×

神
（
虫
蝗
（
（（
（

）

國
城
西
北
の
馬
壇

×　

特
祀

※

山
川
丘
陵
、
川

谷
泉
澤

�
望

�
望
壇（
（（
（

×

中　
　

祀

仲
春

五
龍

五
龍
祠（
（（
（

○　

小

立
春
後
丑
日

風
師
（
風
伯
）

風
師
壇

○　

中

立
春
後

日

先
農

籍
田

先
農
壇

○　

中

季
春
巳
日

先
蠶

先
蠺
壇

○　

中

立
夏
後
申
日

雨
師

雨
師
壇　

雷
師
壇

も
あ
り

○　

中

春
秋
二
仲
上
丁

宣
王（
孔
子
）
釋
奠

國
子
監
文
宣
王
廟

○　

中

春
秋
二
仲
上
戊

武
成
王（
呂
尙
）
釋
奠

武
成
王
廟

○　

中

　

小　
　

祀

仲
春

馬
祖

壇（
（（
（

○

仲
夏

先
牧

壇

○

仲
秋

馬
社

壇

○

仲
冬

馬
步

壇

○

立
秋
後
辰
日

靈
星

靈
星
壇

○　

小



儒
敎
の
再
考

一
�

立
冬

濟
瀆

孟
州

○　

中　
『
郊
祀

錄
』
は
河
南

府

春
秋
二
仲

先
代
帝
王

先
代
陵
廟

○　

中

�
時

週
六
廟

洛
陽
・
周
六
廟

×

小　
　

祀

春
秋
二
仲

太
社
、
太
稷

社
稷

太
社
壇
、
太
稷
壇

春
秋
二
仲
上
丁

宣
王（
孔
子
）
釋
奠

州
學
、
縣
學

立
春
後
丑
日

風
師
（
風
伯
）

立
夏
後
申
日

雨
師

　

さ
て
、
ひ
と
ま
ず
宋
代
に
限
っ
て
整
理
し
て
み
た
が
、
こ
こ
に
見
え
る
國
家
規

の
祭
祀
は
ほ
と
ん
ど
が
儒
敎
經
典
に
出
典
を
も
つ
儒
敎
祭
祀
で
あ
る（
（（
（

。
備
考
欄

に
記
し
た
よ
う
に
、
な
か
に
は
感
生
帝
や
五
方
帝
の
よ
う
に
緯
書
に
起
源
を
も
つ

も
の
、
太
一
宮
や
九
宮
貴
神
の
よ
う
に
衟
敎
系
の
神
格
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
あ

る
が
、
そ
れ
ら
は
ご
く
一

に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
を
見
る
と
、
確
か
に
き
わ
め
て

多
く
の
神
格
が
祭
ら
れ
て
お
り
、
初
め
に
述
べ
た
儒
敎
の
多
神
敎
的
性
格
を
よ
く

物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
儒
敎
の
場
合
、
祭
祀
の
範
圍
は
國

家
（
皇
帝
）
が
と
り
行
な
う
場
合
が
最
も
廣
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ

て
儒
敎
祭
祀
の
も
つ
最
大
範
圍
も
お
お
ま
か
に
推
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
う
ち
、
㊟
意
す
べ
き
神
格
の
祭
祀
を
い
く
ら
か
と
り
あ
げ
て
み
よ

う
。

立
春

東
鎭
沂
山
／
以

下
、
五
鎭

沂
州

○　

中

立
夏

南
鎭
會
稽
山

越
州

○　

中

立
秋

西
鎭
吳
山

州

○　

中

立
冬

北
鎭
醫
巫
閭
山

定
州
（
北
嶽
廟
に

て
望
祭
）

○　

中　
『
郊
祀

錄
』
は
營
州

季
夏
土
王
日

中
鎭
霍
山

晉
州

×（
（（
（

立
春

東
海
／
以
下
、

�
海

萊
州

○　

中

立
夏

南
海

廣
州

○　

中

立
秋

西
海

河
中
府
（
河
瀆
廟

に
て
望
祭
）

○　

中　
『
郊
祀

錄
』
は
同
州

立
冬

北
海

孟
州
（
濟
瀆
廟
に

て
望
祭
）

○　

中　
『
郊
祀

錄
』
は
河
南

府

立
春

淮
瀆
／
以
下
、

�
瀆

唐
州

○　

中

立
夏

江
瀆

成
都
府

○　

中

立
秋

河
瀆

河
中
府

○　

中　
『
郊
祀

錄
』
は
同
州



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
五
集

一
�

記
』
祭
法
（
大
社
）、
郊
特
牲
「
社
、
祭
土
」（
社
）、『
周
禮
』
春
官
大
宗
伯
「
以

血
祭
祭
社
稷
」
鄭
玄
㊟
（
社
稷
）、
小
宗
伯
「
掌
建
國
之
神
位
、
右
社
稷
、
左
宗

廟
」、『
風
俗
通
義
』
祀
典
・
社
神
、
稷
神
な
ど
に
典
據
が
あ
る
。
現
在
、
北
京
の

故
宮
西
鄰
の
中
山
公
園
內
に
社
稷
壇
が
あ
る
が
、
社
壇
と
稷
壇
を
分
け
ず
に
一
つ

の
壇
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
對
し
て
ソ
ウ
ル
に
殘
る
社
稷
壇
は
、
社
壇
と
稷
壇

の
二
壇
が
あ
り
、
古
禮
の
か
た
ち
を
傳
え
て
い
る
。

　

高
禖
は
婚
嫁
を
つ
か
さ
ど
る
緣
結
び
お
よ
び
多
產
の
神
で
あ
り
、『
禮
記
』
⺼

令
・
仲
春
「
以
大
牢
祠
于
高
禖
、『
詩
經
』
大
雅
・
生
民
「
克
禋
克
祀
、
以
弗
無

子
」
毛
傳
な
ど
に
典
據
を
も
つ
。
ま
た
酺
神
は
人
閒
や
事
物
に
災
害
を
及
ぼ
す
神

で
、
具
體
的
に
は
イ
ナ
ゴ
も
し
く
は
人
鬼
を
指
す
。『
周
禮
』
地
官
族
師
「
春
秋

祭
酺
」
お
よ
び
鄭
玄
㊟
に
典
據
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
皇
帝
は
山
川
丘
陵
、
川
谷
泉
澤
を
も
祭
る
。
こ
れ
は
「
望
祭
」
と
い

っ
て
、
直

そ
の
場
に
は
出
向
か
ず
、
東
西
南
北
の
山
川
そ
の
他
を
遙
か
に
望
ん

で
祭
る
の
で
あ
る
。『
周
禮
』
春
官
大
宗
伯
「
國
㊒
大
故
、
旅
上
帝
及
�
望
」
鄭

玄
㊟
お
よ
び
疏
、
小
宗
伯
「
兆
五
帝
於
�
郊
、
�
望
・
�
類
亦
如
之
」
鄭
玄
㊟
に

典
據
が
あ
る
。

　

２　

朝

の
中
祀

　

朝
廷
の
中
祀
と
し
て
は
、
ま
ず
風
師
（
風
伯
）、
先
農
（
籍
田
）、
先
蠺
、
雨
師

が
㊟
意
さ
れ
る
。
風
師
（
風
伯
）
は
風
の
神
で
あ
る
。
先
農
（
籍
田
）
は
農
業
を

始
め
た
祖
で
あ
り
、
こ
れ
を
祭
っ
て
豐
作
を
祈
る
。
先
農
は
神
農
と
も
呼
ば
れ

る
。
現
在
、
北
京
の
永
定
門
內
に
先
農
壇
の
遺
構
が
殘
っ
て
い
る
。
韓
國
ソ
ウ

ル
、
ベ
ト
ナ
ム
・
フ
エ
に
も
そ
の
遺
址
が
あ
る
。
先
蠺
は
養
蠺
を
敎
え
て
く
れ
た

神
で
、
皇
帝
の
后
妃
が
祭
祀
を
と
り
行
な
う
。
雨
師
は
雨
の
神
で
あ
る
。
い
ず
れ

も
『
周
禮
』
や
『
詩
經
』、『
禮
記
』
や
そ
の
鄭
玄
㊟
に
典
據
を
も
っ
て
い
る
。

　

中
祀
の
中
で
重
要
な
の
は
文
宣
王
（
孔
子
）
の
祭
り
、
す
な
わ
ち
釋
奠
で
あ

　

１　

朝

の
大
祀

　

朝
廷
の
大
祀
と
し
て
は
、
ま
ず
何
と
行
っ
て
も
天
の
祭
祀
が
あ
る
。
大
祀
の
筆

頭
に
擧
げ
ら
れ
る
最
大
の
祭
祀
で
あ
る
。
祭
ら
れ
る
神
格
の
名
は
昊
天
上
帝
で
、

天
を
主
宰
す
る
神
格
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
祭
祀
は
正
⺼
上
辛
（
孟

春
）、
孟
夏
、
季
秋
、
冬
至
の
�
回
に
わ
た
っ
て
行
な
わ
れ
る
が
、
最
も
盛
大
な

冬
至
で
の
祭
り
は
「
南
郊
」
と
呼
ば
れ
、
原
則
と
し
て
�
年
に
一
度
實
施
さ
れ

た
。
ま
た
孟
春
、
孟
夏
、
冬
至
は
南
郊
の
圓
丘
も
し
く
は
壇
に
お
い
て
行
な
わ
れ

る
が
、
季
秋
に
は
朙
堂
で
行
な
わ
れ
た
。
天
の
祭
祀
の
典
據
は
『
周
禮
』
春
官
大

宗
伯
「
以
禋
祀
祀
昊
天
上
帝
」、『
詩
經
』
周
頌
・
昊
天
㊒
成
命

、『
左
傳
』
成

公
�
年
、『
禮
記
』
郊
特
牲
「
郊
之
祭
」、『
禮
記
』
禮
運
「
兆
於
南
郊
、
就
陽
位

也
」、『
禮
記
』
⺼
令
・
孟
春
（
祈
穀
）、
⺼
令
・
仲
夏
（
大
雩
）、『
孝
經
』
聖
治

（
朙
堂
）
な
ど
に
あ
る
。

　

な
お
、
冐
頭
に
も
觸
れ
た
よ
う
に
、
現
在
、
北
京
の
正
陽
門
外
に
は
天
を
祭
る

施
設
と
し
て
天
壇
の
遺
址
が
殘
っ
て
い
る
。
韓
國
ソ
ウ
ル
に
も
圓
丘
壇
の
遺
址
が

あ
り
、
ベ
ト
ナ
ム
の
阮
朝
の
首
都
フ
エ
に
も
天
壇
の
遺
構
が
あ
る
。

　

祖
先
祭
祀
に
關
し
て
は
大
廟
で
の
祭
り
が
あ
る
。
大
廟
は
當

王
朝
の
歷
代
皇

帝
と
そ
の
后
の
神
主
を
安
置
し
て
い
る
。
祖
先
祭
祀
は
儒
敎
祭
祀
の
う
ち
で
庶
民

に
も
許
容
さ
れ
た
數
少
な
い
祭
祀
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
皇
帝
の
場
合
も
も
ち
ろ

ん
重
要
な
祭
祀
で
あ
っ
た
。
大
廟
の
典
據
は
『
周
禮
』
春
官
大
宗
伯
「
以
肆
獻

祼
享
先
王
」、
小
宗
伯
「
掌
建
國
之
神
位
、
右
社
稷
、
左
宗
廟
」、『
禮
記
』
祭
法

「
王
、
立
七
廟
」
な
ど
で
あ
る
。
現
在
、
北
京
の
故
宮
東
側
に
鄰

し
て
太
廟
が

あ
り
、
勞
働
人
民
文
化
宮
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
ソ
ウ
ル
に
は
宗
廟
が
あ
り
、

現
在
で
も
朝
鮮
王
朝
歷
代
の
王
を
ま
つ
る
祭
祀
が
「
宗
廟
大
祭
」
と
し
て
盛
大
に

と
り
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　

太
社
・
太
稷
に
つ
い
て
は
、
社
は
土
地
の
神
、
稷
は
穀
物
の
神
で
あ
る
。『
禮
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再
考

一
五

る
。
孔
子
は
儒
敎
の
敎
祖
と
さ
れ
、
釋
奠
は
儒
敎
の
宗
敎
性
を
示
す
も
の
と
し
て

し
ば
し
ば
と
り
上
げ
ら
れ
る
。
任
繼
愈
お
よ
び
黃
進
興
兩
氏
の
儒
敎
の
宗
敎
性
に

關
す
る
硏
究
は
孔
子
の
祭
祀
を
中
心
に
す
え
、
こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
敎
や
佛
敎
な
ど

の
い
わ
ゆ
る
創
始
宗
敎
と
對
比
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が（

（（
（

、
實
は
、
釋
奠
は
朝
廷
で

と
り
行
な
わ
れ
る
祭
祀
の
う
ち
の
「
中
祀
」、
諸
州
で
と
り
行
な
わ
れ
る
祭
祀
の

う
ち
の
「
小
祀
」
に
す
ぎ
ず
、
さ
ほ
ど
規

の
大
き
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は

從
來
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
㊟
意
を
要
す
る
。
繰
り
﨤
す
よ
う
だ

が
、
儒
敎
の
祭
祀
の
う
ち
傳

的
に
最
も
重
要
な
も
の
と
さ
れ
た
の
は
孔
子
の
祭

祀
で
は
な
く
、
天
の
祭
祀
を
初
め
と
す
る
大
祀
な
の
で
あ
る
。
儒
敎
の
宗
敎
性
を

祭
祀
に
見
る
の
で
あ
れ
ば
、
釋
奠
よ
り
も
む
し
ろ
天
地
な
ど
の
祭
祀
を
ま
ず
念
頭

に
置
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
朙
・
徐
師
曾
編
『
文
體
朙
辨
』
卷
六
・
樂
府
一
・
祭
祀
樂
歌
辭
上
、
お

よ
び
卷
七
・
樂
府
二
・
祭
祀
樂
歌
辭
下
に
は
、
こ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
神
々
を
祭
っ

た
際
の
樂
歌
が
大
量
に

め
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
天
の
祭
祀
に
お
け
る
樂

歌
が
最
も

重
か
つ
長
大
で
あ
り
、
祭
祀
の
規

が
小
さ
く
な
る
に
從
っ
て
そ
の

よ
う
な
重
厚
さ
は

れ
て
く
る
。
釋
奠
の
際
の
樂
歌
も
も
ち
ろ
ん

載
さ
れ
て
い

る
が
、
む
し
ろ
つ
つ
ま
し
い
表
現
で
あ
る
。

四　

儒
敎
と
は
何
か―

　
　

加
地
伸
行
敎
授
か
ら
の
批

を
め
ぐ
っ
て

　

こ
こ
ま
で
儒
敎
の
儀
禮
お
よ
び
祭
祀
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
に

見
る
と
、
儒
敎
が
さ
ま
ざ
ま
な
神
格
を
祭
る
多
神
敎
的
性
格
を
も
つ
こ
と
が
わ
か

る
。
儒
敎
が
多
神
敎
的
性
格
を
も
つ
と
い
う
の
は
一
般
人
は
も
ち
ろ
ん
、
硏
究
者

の
イ
メ
ー
ジ
に
も
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
で
、
儒
敎
と
は
何
か
に
つ
い
て
再
考
が
必

要
な
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。『
論
語
』
や
『
孟
子
』、『

子
』
と
い
っ
た

る
。
國
子
監
す
な
わ
ち
太
學
の
孔
子
廟
に
お
い
て
孔
子
を
祭
る
。
現
在
、
北
京
城

內
東
北
の
首
都
圖
書
館
に
孔
子
廟
の
遺
構
が
殘
っ
て
い
る
。
韓
國
ソ
ウ
ル
成
均
館

に
も
孔
子
廟
（
文
廟
）
が
あ
り
、
ベ
ト
ナ
ム
の
ハ
ノ
イ
お
よ
び
フ
エ
に
も
文
廟
の

遺
構
が
あ
る
。『
禮
記
』
文
王
世
子
「
凢
學
、
春
、
官
釋
奠
于
其
先
師
」、
⺼
令
・

仲
春
「
上
丁
、
命
樂
正
習
舞
、
釋
采
」
お
よ
び
鄭
玄
㊟
に
典
據
が
あ
る
。

　

一
方
、
武
成
王
（
呂
尙
）
の
祭
り
も
あ
っ
た
。
周
の
文
王
の
臣
、
太
公
望
呂
尙

を
祭
る
。
孔
子
が
文
で
あ
る
の
に
對
し
て
武
の
神
格
で
あ
る
。
こ
の
祭
祀
も
釋

奠
の
名
で
呼
ば
れ
た
が
、
儒
敎
文
獻
に
は
見
出
し
が
た
く
、『
大
唐
郊
祀
錄
』
卷

一
〇
に
よ
れ
ば
、
唐
代
に
始
め
ら
れ
た
祭
祀
の
よ
う
で
あ
る
。

　

馬
祖
（
馬
の
祖
先
）、
先
牧
（
初
め
て
馬
を
養
っ
た
人
）、
馬
社
（
初
め
て
馬
に
乘
っ

た
人
）、
馬
步
（
馬
に
災
い
を
も
た
ら
す
神
）
と
い
っ
た
、
馬
に
關
す
る
神
格
も
中
祀

と
し
て
祭
る
。
こ
れ
ら
の
出
典
は
い
ず
れ
も
『
周
禮
』
に
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
靈
星
（
農
業
を
つ
か
さ
ど
る
神
）、
壽
星
（
南
極
老
人
星
）
な
ど
の
星

も
祭
る
。
ま
た
司
中
、
司
命
、
司
人
、
司
祿
と
い
う
、
い
ず
れ
も
人
閒
の
運
命
を

つ
か
さ
ど
る
神
も
祭
る
。
さ
ら
に
司
寒
（
玄
冥
）
す
な
わ
ち
氷
の
神
、
あ
る
い
は

中
霤
、
戶
、
竈
（
灶
）、
門
、

、
行
と
い
っ
た
、
歬
に
も
觸
れ
た
小
神
も
祭
る
。

こ
れ
ら
の
典
據
は
『
禮
記
』
や
『
周
禮
』、『
左
傳
』、『
論
語
』
な
ど
に
あ
る
。

　

３　

諸
州
の
中
祀
・
小
祀

　

諸
州
の
中
祀
と
し
て
は
五
嶽
、
五
鎭
、
�
海
、
�
瀆
の
祭
祀
が
あ
る
。
朝
廷
の

大
祀
で
あ
っ
た
山
川
丘
陵
、
川
谷
泉
澤
の
祭
り
が
望
祭
で
あ
っ
た
の
に
對
し
、

こ
れ
ら
は
地
方
長
官
が
直

そ
の
場
に
赴
い
て
祭
る
も
の
で
、『
周
禮
』
や
『
詩

經
』、『
禮
記
』
に
典
據
を
も
つ
。
ま
た
小
祀
と
し
て
、
大
社
・
大
稷
、
文
宣
王

（
孔
子
）
の
祭
祀
な
ど
が
あ
る
。

　

以
上
、
ご
く

單
に
國
家
的
祭
祀
に
つ
い
て
觸
れ
た
が
、
こ
こ
で
㊟
意
し
て
お

き
た
い
の
は
孔
子
の
祭
祀
、
す
な
わ
ち
一
般
に
「
釋
奠
」
と
呼
ば
れ
る
祭
り
で
あ
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も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
假
の
分
類
で
あ
り
、
他
に
も
分
類
の
仕
方
は

あ
ろ
う
し
、
こ
れ
以
外
の
分
野
を
つ
け
加
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
ど
の
よ
う
に
分
類
す
る
か
よ
り
も
、
重
要
な
の
は
儒
敎
が
豐
富
多
彩
な
領
域

を
含
ん
で
い
る
と
い
う
事
實
で
あ
る
。
か
つ
て
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
五
經
・
十
�

經
の
廣
が
り
を
ふ
ま
え
て
、
儒
敎
を
「
總
合
學

」
も
し
く
は
「
文
化
パ
ラ
ダ
イ

ム
」
と
見
る
べ
き
だ
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る（
（（
（

。
儒
敎
と
い
え
ば
一
般
に
す
ぐ
「
倫

理
衟
德
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
先
行
し
て
し
ま
う
が
、
儒
敎
は
政
治
・
經
濟
・
法

律
・
文
學
・
宗
敎
・
儀
禮
・
民
俗
習
慣
・
家
族
・
學
術
・
敎

・
倫
理
學
・
哲

學
・
科
學
技
術
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
わ
た
る
巨
大
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て

存
在
し
續
け
た
の
で
あ
り
、
單
な
る
「
倫
理
衟
德
」
と
い
う
狹
く
堅
い
イ
メ
ー
ジ

に
よ
っ
て
は
覆
い
盡
く
せ
な
い
豐
富
な
內
容
を
持
っ
て
い
る
。
思
想
體
系
と
い
う

の
と
も
違
う
の
で
あ
っ
て
、「
總
合
學

」
と
か
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」（
思
考
の
枠
組

み
）
と
い
っ
た
言
い
方
を
し
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
ま
も
な
く
加
地
伸
行
敎
授
か
ら
批

が
出
さ
れ

た（
（（
（

。
加
地
敎
授
に
よ
れ
ば
、
吾
妻
は
「
自
己
の
〈
宗
敎
の
定
義
〉
を
示
す
こ
と
な

く
、
い
き
な
り
私
（
加
地
敎
授

─
引
用
者
㊟
）
を
否
定
し
、
儒
敎
は
『
總
合
學

も
し
く
は
文
化
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
で
あ
る
と
す
る
」
と
し
、「
類
書
の
ご
と
く
儒
敎

の
諸
現
象
の
分
類
を
し
て
お
り
、
儒
敎
の
本
質
に
ま
っ
た
く
廹
っ
て
い
な
い
」
と

い
わ
れ
る
。
確
か
に
、
拙
論
で
は
儒
敎
の
本
質
は
何
か
に
つ
い
て
定
義
的
說
朙
し

て
お
ら
ず
、
今
で
も
「
總
合
學

」「
文
化
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
說
朙
す
る
以
上
の

知
見
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
拙
論
で
加
地
敎
授
と
は
違
う
見
方
を

あ
え
て
提
出
し
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
五
經
・
十
�
經
に
も
と
づ
く
廣
が
り
を

念
頭
に
置
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

加
地
敎
授
は
、
儒
敎
の
本
質
は
宗
敎
で
あ
り
、
宗
敎
と
は
「
死
な
ら
び
に
死
後

諸
子
文
獻
だ
け
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
五
經
に
視
野
を
廣
げ
る
と
き
、
儒
敎
に
は

さ
ま
ざ
ま
神
格
が
い
る
こ
と
、
神
々
の
祭
祀
が
朙
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

の
で
あ
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
五
經
あ
る
い
は
そ
れ
を
擴
大
し
た

十
�
經
が
『
論
語
』
や
『
孟
子
』、『

子
』
な
ど
の
諸
子
文
獻
を
超
え
る
內
容
を

持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

で
は
、
視
點
を
變
え
て
、
五
經
・
十
�
經
を
含
む
儒
敎
文
獻
に
は
い
っ
た
い
ど

の
よ
う
な
分
野
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
殘
さ
れ
た
紙
幅
は
あ
ま
り
な

い
が
、
ひ
と
ま
ず
槪
略
だ
け
を
示
し
て
お
き
た
い
。

政
治
・
社
會
實
踐
：『
論
語
』、『
孟
子
』、『

子
』、『
書
經
』、『
周
禮
』、

　
　
　
　
　
　
　
　
『
春
秋
』、『
大
學
』

衟
德
・
倫
理
・
敎

：『
論
語
』、『
孟
子
』、『

子
』、『
大
學
』、『
孝
經
』

哲
學
（
形
而
上
學
）：『
易
經
』、『
中
庸
』

經
濟
：『
孟
子
』、『
周
禮
』

法
律
：『
周
禮
』

宗
敎
：『
易
經
』、『
儀
禮
』、『
周
禮
』、『
禮
記
』

占
い
：『
易
經
』

儀
禮
：『
儀
禮
』、『
周
禮
』、『
禮
記
』

祭
祀
：『
周
禮
』、『
禮
記
』

文
學
：『
詩
經
』

♫
樂
：『
詩
經
』

歷
史
：『
書
經
』、『
春
秋
』

文
字
學
：『
爾
雅
』

科
學
技
術
：『
周
禮
』
考
工
記
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一
七

お
わ
り
に

　

本
稿
は
「
儒
敎
の
再
考
」
と
題
し
、
こ
れ
ま
で
見

と
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
儒

敎
儀
禮
お
よ
び
儒
敎
祭
祀
を
ま
ず
と
り
あ
げ
た
。
は
じ
め
に
儒
敎
の
重
要
な
要
素

で
あ
る
儀
禮
に
つ
い
て
論
じ
、
儒
敎
儀
禮
の
成
立
と
孔
子
の
關
係
、
お
よ
び
儒
敎

儀
禮
の
分
類
を
整
理
し
た
。
さ
ら
に
儒
敎
儀
禮
の
中
心
を
な
す
神
々
の
祭
祀
に
つ

い
て
考
察
し
、
儒
敎
が
「
百
神
」
す
な
わ
ち
や
お
よ
ろ
ず

0

0

0

0

0

の
神
々
を
祭
る
こ
と
を

指

し
、
實
例
と
し
て
宋
代
を
中
心
に
考
察
を
行
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
儒

敎
が
民
閒
信
仰
や
衟
敎
に
劣
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
々
を
祭
っ
て
い
た
こ
と
、
す

な
わ
ち
多
神
敎
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

天
地
や
山
川
、
風
や
雨
、
星
、
竈
な
ど
の
祭
り
は
一
般
に
衟
敎
や
民
閒
信
仰
の
も

の
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
が
、
實
は
古
く
か
ら
儒
敎
經
典
に
記
述
さ
れ
、
し
か

も
實
際
に
祭
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
儒
敎
の
宗
敎
性
に
關
す
る
こ
の
あ
た
り

の
誤
解
は
ぜ
ひ
と
も
解
く
必
要
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
儒
敎
特
㊒
の
階
級

念
に
よ
り
、
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
神
々
を
す

べ
て
祭
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
皇
帝
の
み
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
祭
る
人
閒
の
地
位

が
下
が
る
に
從
っ
て
祭
り
う
る
神
格
が
少
な
く
な
っ
て
い
く
こ
と
、
一
般
士
人
や

庶
人
に
は
祖
先
の
ほ
か
に
は
竈
な
ど
の
ご
く
卑
近
な
神
格
し
か
祭
れ
な
い
と
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
朙
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
古
代
以
來
の

念
が
後

世
ま
で
根
强
く
續
い
た
こ
と
も
指

し
た
。
儒
敎
が
神
々
の
祭
祀
と
い
う
も
の
を

豐
か
に
含
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
外

に
見
え
に
く
い
の
は
、
多

く
の
神
々
が
、
い
わ
ば
皇
帝
・
朝
廷
だ
け
の
た
め
の
神
格
で
あ
り
、
一
般
人
に
は

無
關
係
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
階
級

性
は
佛
敎
や
衟
敎
、
キ
リ
ス
ト
敎
や
イ
ス
ラ
ー
ム
な
ど
に
は
な
い
儒
敎
特
㊒
の
も

の
で
あ
り
、
儒
敎
の
宗
敎
性
を
わ
か
り
に
く
く
す
る
原
因
に
な
っ
て
き
た
と
思
わ

の
說
朙
者
で
あ
る
」
と
し
て
、
招
魂
再
生
と
し
て
の
孝
を
中
心
に
す
え
て
儒
敎
の

硏
究
を
進
め
て
こ
ら
れ
た
。
こ
の
說
は
き
わ
め
て
斬
新
で
あ
り
、
筆
者
も
多
く
の

示
唆
を
得
て
き
た
こ
と
は
事
實
で
あ
る
が
、
し
か
し
た
と
え
ば
、
本
稿
で
述
べ
た

よ
う
な
吉
凶
賓
軍
嘉
の
さ
ま
ざ
ま
な
儀
禮
や
祭
祀
を
、「
孝
」
を
本
質
と
し
て
說

朙
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
天
や
地
を
初
め
と
す
る
數
多
く
の
神
格

の
祭
祀
は
、
い
わ
ゆ
る
〈
孝
〉
と
い
う
宗
敎
性
に
も
と
づ
く
も
の
と
し
て
說
朙
し

う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
『
易
經
』
に
お
け
る
占
い
に
せ
よ
、『
詩
經
』
に

お
け
る
文
學
や
♫
樂
に
せ
よ
、『
書
經
』
や
春
秋
�
傳
に
お
け
る
史
學
に
せ
よ
、

〈
孝
〉
と
い
う
宗
敎
性
に
も
と
づ
く
も
の
と
し
て
說
朙
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
に
は
そ
う
は
思
わ
れ
な
い
。
鄙
見
に
よ
れ
ば
、
加
地
敎
授
の
說
は
、
孔
子
や

『
論
語
』、『
孝
經
』
に
お
け
る
「
孝
の
宗
敎
性
」
を
指

し
た
も
の
と
し
て
き
わ

め
て
す
ぐ
れ
た
內
容
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
や
は
り
儒
敎
全
體
（
五

經
・
十
�
經
）
を
覆
う
も
の
と
は
い
え
ず
、
儒
敎
の
宗
敎
性
と
い
う
も
の
を
祖
先

祭
祀
に
し
か
見
て
お
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
り

に
加
地
敎
授
の
よ
う
に
規
定
す
る
と
、
儒
敎
の
も
つ
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
要

素
が
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
危
惧
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
祖
先
祭

祀
が
儒
敎
に
お
い
て
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
こ
と
は
筆
者
も
同
感
で
あ
る
が
、
し

か
し
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
儒
敎
は
宗
敎
面
を
重
要
な
一

と
し
て
含
む
大
き

な
文
化
的
總
合
體
で
あ
る
と
い
う
方
が
、
や
は
り
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
加
地
敎
授
は
吾
妻
が
「
自
己
の
〈
宗
敎
の
定
義
〉
を
示
す
こ
と
」
を
し

て
い
な
い
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
筆
者
は
儒
敎
の
本
質
は
「
宗
敎
」
で
あ
る
と

ま
で
は
考
え
て
お
ら
ず
、
改
め
て
宗
敎
の
定
義
を
下
す
必
要
も
な
い
と
思
わ
れ

る
。
本
稿
に
お
い
て
も
祭
祀
を
儒
敎
の
宗
敎
性
を
示
す
も
の
と
し
て
記
述
し
た

が
、
そ
れ
は
一
般
常

に
從
っ
て
、
神
格
の
祭
祀
や
神
格
へ
の
祈
り
（
こ
こ
に
は

祖
先
祭
祀
も
含
む
）
は
宗
敎
的
行
爲
の
一

だ
と
考
え
る
ま
で
で
あ
る
。



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
五
集

一
八

れ
る
。

　

さ
ら
に
、
儒
敎
を
宗
敎
と
見
る
說
に
つ
い
て
、
任
繼
愈
氏
や
加
地
伸
行
敎
授
の

見
解
に
つ
い
て
論
じ
た
。
任
繼
愈
氏
は
孔
子
を
祭
る
釋
奠
に
㊟
目
し
、
他
の
創
始

宗
敎
と
の
類
似
性
を
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
釋
奠
は
儒
敎
祭
祀
に
お
い
て
け

っ
し
て
中
心
的
位
置
を
占
め
て
お
ら
ず
、
中
規

程
度
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
も

し
祭
祀
に
宗
敎
性
を
見
る
の
で
あ
れ
ば
、
釋
奠
よ
り
も
む
し
ろ
天
や
地
な
ど
の

「
大
祀
」
の
方
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
加
地
敎
授
の

說
に
つ
い
て
も
、
五
經
・
十
�
經
の
中
に
含
ま
れ
る
多

な
領
域
を
念
頭
に
置
い

て
論
評
を
加
え
、
儒
敎
は
宗
敎
を
本
質
と
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
宗
敎
面
を
重
要

な
一

と
し
て
含
む
大
き
な
文
化
的
總
合
體
で
あ
る
と
見
る
べ
き
だ
と
し
た
。

　

な
お
も
う
一
つ
、
儒
敎
に
宗
敎
的
要
素
を
見
る
解
釋
と
し
て
杜
維
朙
氏
ら
の
い

わ
ゆ
る
「
內
在
超
越
」
說
が
あ
る
の
で
、
最
後
に
一
言
し
て
お
き
た
い（

（（
（

。
內
在
超

越
と
は
現
實
世
界
を
精
神
面
に
お
い
て
超
越
す
る
こ
と
を
い
い
、
利
害
や
生
死

念
に
し
ば
ら
れ
な
い
高
い

地
の

得
を
い
う
。「
天
人
合
一
」、「

物
一
體
」

な
ど
と
い
わ
れ
る

地
で
あ
る
。
確
か
に
、
儒
敎
は
そ
の
よ
う
な
心
的

地
を
め

ざ
す
側
面
を
も
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
人
格
神
を
信
仰
す
る
他
の
宗
敎
に
お
い
て

得
さ
れ
る
精
神
と
同
質
の
も
の
な
の
か
ど
う
か
は
議
論
の
餘
地
が
あ
り
え
よ

う
。

　

杜
維
朙
氏
ら
は
い
わ
ゆ
る
現
代
新
儒
家
の
影
响
を
强
く
受
け
て
い
る
。
現
代
新

儒
家
は
中
國
の
思
想
の
中
か
ら
西
洋
哲
學
に
對
抗
し
う
る
哲
學
を
取
り
出
し
て
稱

揚
し
、
新
た
な
解
釋
を
加
え
よ
う
と
し
た
人
々
で
あ
り
、
中
國
哲
學
の
發
展
史

上
、
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
に
は
西
洋
文
化
に
匹

し
う

る
價
値
あ
る
も
の
を
儒
敎
の
中
に
求
め
よ
う
と
す
る
意

が
先
行
し
て
お
り
、
必

ず
し
も
歷
史
的
事
實
に

し
て
論
じ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
本
稿
で
と
り
あ
げ

た
さ
ま
ざ
ま
な
祭
祀
は
彼
ら
に
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
が
、
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な

視
點
で
あ
れ
儒
敎
の
宗
敎
性
を
論
じ
る
場
合
に
は
、
や
は
り
神
々
の
祭
祀
の
問
題

を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

㊟
（
１
）　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
本
稿
の
テ
ー
マ
に
か
か
わ
る
論
文
を
い
く
つ
か
發
表
し
て
い

る
。「
儒
敎
祭
祀
の
性
格
と
範
圍
に
つ
い
て
」（『
ア
ジ
ア
文
化
交

硏
究
』
第
一
號
、

關
西
大
學
ア
ジ
ア
文
化
交

硏
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
六
年
）、「
儒
敎
お
よ
び
中
國

思
想
史
硏
究
の
再
考
」（『
名
古
屋
大
學
中
國
哲
學
論
集
』
第
七
號
、
二
〇
〇
八
年
）、

「
儒
敎
儀
禮
硏
究
の
現
狀
と
課
題―

『
家
禮
』
を
中
心
に
」（
吾
妻
重
二
・
二
階
堂
善

弘
編
『
東
ア
ジ
ア
の
儀
禮
と
宗
敎
』
所

、
雄
松
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
で
あ

り
、
本
稿
は
そ
れ
ら
と
一

重
複
が
あ
る
こ
と
を
斷
っ
て
お
く
。
ま
た
、
二
〇
一
〇

年
五
⺼
二
十
九
日
に
東
方
學
會
第
五
十
五
回
國
際
東
方
學
者
會
議
關
西

會
に
お
い

て
「
儒
敎
に
お
け
る
神
々
の
祭
祀
と
そ
の
特
徵
」
と
題
し
て
行
な
っ
た
講
演
と
も
重

な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
（
）　

岡
村
秀
典
『
夏
王
朝―

王

誕
生
の
考
古
學
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
�
年
）

二
二
二
頁
、
二
�
二
頁
。

（
（
）　

小
南
一
郞
『
古
代
中
國　

天
命
と
靑
銅
器
』（
京
都
大
學
學
術
出
版
會
、

二
〇
〇
六
年
）。

（
（
）　

一
九
九
�
年
に
湖
北
省

門
市
郭
店
村
か
ら
發
見
さ
れ
た
、
紀
元
歬
�
百
年
頃
の

も
の
と
推
定
さ
れ
る
竹

群
の
中
の
「
六
德
」
で
は
、
詩
・
書
・
禮
・
樂
・
易
・
春

秋
の
六
書
を
セ
ッ
ト
に
し
て
擧
げ
て
い
る
。
戰
國
中
朞
に
は
こ
れ
ら
の
書
物
が
儒
家

に
よ
っ
て
經
典
と
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
の
證
左
で
あ
る
。
湯
淺
邦
弘

「
郭
店
楚

『
六
德
』
に
つ
い
て―

全
體
構
造
と

作
意
圖
」（『
中
國
出
土
㊮
料

硏
究
』
六
、二
〇
〇
二
年
）
參
照
。

（
（
）　

楊

『
西
周
史
』（
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
第
六
編
「
西
周
時
代
的

文
化
敎

和
禮
制
」。



儒
敎
の
再
考

一
九

（
（
）　

淸
の
邵
懿
辰
は
今
文
學
派
の
立
場
か
ら
『
周
禮
』
に
い
う
五
禮
の
分
類
を
認
め
な

い
が
（『
禮
經
通
論
』、「
論
五
禮
」）、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
黨
派
的
議
論
に
は
く

み
し
な
い
。

（
7
）　

邵
懿
辰
『
禮
經
通
論
』、「
論
禮
運

字
爲
鄕
字
之
誤
」。

（
（
）　

八
禮
分
類
と
『
儀
禮
』
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
西
晉
一
郞
・
小
糸
夏
次
郞
『
禮

の
意
義
と
構
造
』（
畝

書
房
、
一
九
�
一
年
）
�
二
二
頁
以
下
が
す
で
に
指

し

て
い
る
。

（
9
）　

こ
の
ほ
か
、
七
禮
の
分
類
も
あ
る
。
朱
熹
は
中
國
古
代
禮
制
の
總
合
的
硏
究
書

『
儀
禮
經
傳
通
解
』
に
お
い
て
、
諸
儀
禮
を
家
禮
、
鄕
禮
、
學
禮
、
邦
國
禮
、
王
朝

禮
、
喪
禮
、
祭
禮
の
七
種
に
分
け
て
い
る
。
こ
れ
は
家
─
鄕
村
─
學
校
─
諸
國
─
王

朝
と
い
う
ふ
う
に
儀
禮
の
行
な
わ
れ
る
範
圍
を
擴
大
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
喪
禮
と

祭
禮
を
つ
け
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
膨
大
な
傳

禮
制
の
整
理
の
仕
方
と
し
て
一
つ

の
見

を
示
す
も
の
で
あ
る
。

（
（0
）　

吾
妻
「
江
戶
時
代
に
お
け
る
儒
敎
儀
禮
硏
究―
書
誌
を
中
心
に
」（『
ア
ジ
ア
文

化
交

硏
究
』
第
二
號
、
關
西
大
學
ア
ジ
ア
文
化
交

硏
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
七

年
）、
吾
妻
「
日
本
に
お
け
る
『
家
禮
』
の
受
容―
林
鵞
峰
『
泣
血
餘

』『
祭
奠

私
儀
』
を
中
心
に
」（
吾
妻
重
二
・
朴
元
在
編
『
朱
子
家
禮
と
東
ア
ジ
ア
の
文
化
交

渉
』
所

、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
二
年
）。

（
（（
）　

こ
こ
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
神し

ん

と
は
第
一
に
自
然
神
を
意
味
す
る
。
た
だ
し
、

自
然
神
と
い
っ
て
も
必
ず
し
も
人
格
を
も
つ
わ
け
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
精
な
る
氣

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。『
大
戴
禮
記
』
曾
子
天
圓
篇
に
も
「
陽
の
精
氣
を
神
と

曰
う
」
と
あ
る
。
そ
し
て
、
精
な
る
氣
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
祖
靈
や
死
者
の
魂
も

ま
た
神し

ん

と
さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
分
割
し
て
い
え
ば
、『
周
禮
』
春
官
大
宗
伯

に
「
天
神
、
人
鬼
、
地
示
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
の
場
合
は
神
、
人
の
場
合
は
鬼
、

地
の
場
合
は
示
（
祇
）
と
も
呼
ば
れ
る
の
だ
が
、
總
括
し
て
い
え
ば
そ
れ
ら
は
す
べ

て
神し

ん

で
あ
る
。
鄭
玄
が
「
神
と
は
、
物
を
引
き
て
出
だ
さ
し
む
。
祖
廟
・
山
川
・
五

祀
の
屬
を
謂
う
な
り
」（『
禮
記
』
禮
運
篇
「
列
於
鬼
神
」
㊟
）
と
い
う
の
は
、「
祖

廟
」
に
祭
ら
れ
る
祖
靈
も
神し

ん

と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
自
然
神
と

祖
靈
に
本
質
的
な
區
別
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
高
誘
も
ま
た
「
天
神
を

神
と
曰
い
、
人
神
を
鬼
と
曰
う
」（『
呂
氏
春
秋
』
順
民
篇
㊟
）
と
、
自
然
神
と
祖
靈

を
と
も
に
神
と
呼
ん
で
い
る
。
要
す
る
に
、
祭
祀
の
對
象
と
し
て
の
神し

ん

と
は
自
然
界

の
カ
ミ
、
死
者
の
魂

た
ま
し
いな
ど
、
靈
妙
な
は
た
ら
き
を
も
つ
も
の
の
總
稱
と
理
解
す
る
の

が
よ
い
。
本
稿
で
「
や
お
よ
ろ
ず
の
神
」、「
神
々
」、「
神
格
」
と
い
っ
た
語
を
使
っ

た
の
は
便
宜
上
の
表
現
で
あ
っ
て
、
正
確
に
は
い
ず
れ
も
「
神し

ん

」
で
あ
る
。

（
（（
）　

も
ち
ろ
ん
、
唐
宋
時
代
に
な
る
と
身
分
階
層
の

動
化
に
と
も
な
い
、「
書
儀
」

類
や
宋
代
の
『
政
和
五
禮
新
儀
』、
朱
熹
『
家
禮
』
と
い
っ
た
、
士
人
と
庶
民
の
雙

方
を
視
野
に
入
れ
た
儀
禮
書
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
書

物
に
記
さ
れ
る
士
人
・
庶
民
の
祭
祀
は
祖
先
祭
祀
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の

神
格
の
祭
り
は
依
然
と
し
て
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。

（
（（
）　

㊟（
（
）「
儒
敎
祭
祀
の
性
格
と
範
圍
に
つ
い
て
」
所
載
の
表
に
手
を
加
え
て
揭
載

す
る
。
な
お
、
國
家
規

の
祭
祀
に
は
一
年
の
う
ち
き
ま
っ
た
時
朞
に
行
な
う
常
祀

と
、
臨
時
に
と
り
行
な
う
非
常
祀
が
あ
る
が
、
非
常
祀
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
省
略

し
た
。

（
（（
）　

な
お
、
皇
帝
が
み
ず
か
ら
と
り
行
な
う
親
祭
と
、
皇
帝
が
官
僚
を
代
理
派
遣
す
る

㊒
司
攝
事
に
關
し
て
は
、
と
も
に
國
家
祭
祀
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
こ
こ

で
そ
の
區
別
は
し
な
か
っ
た
。

（
（（
）　

朙
堂
は
徽
宗
の
宣
和
七
年
、
宣
德
門
東
に
竣
工
す
る
。
そ
れ
以
歬
は
皇
城
內
の
大

慶
殿
を
便
宜
的
に
使
っ
て
い
た
（『
宋
史
』
禮
志
�
）。

（
（（
）　

大
蜡
は
神
宗
時
代
か
ら
東
西
南
北
の
�
郊
で
實
施
さ
れ
た
。
東
西
の
蜡
は
大
祀
、

南
北
の
蜡
は
中
祀
と
さ
れ
る
（『
宋
史
』
禮
志
一
）。

（
（7
）　

太
廟
は
、
徽
宗
時
代
に
每
⺼

に
祭
る
（『
宋
史
』
禮
志
一
）。

（
（（
）　

高
禖
の
祭
り
は
仁
宗
の
景
祐
�
年
以
降
に
施
行
さ
れ
た
（『
宋
史
』
禮
志
六
）。
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（
（9
）　

仁
宗
の
慶
曆
�
年
、
酺
神
の
祀
り
の
申
請
あ
り
（『
宋
會
要
輯
稿
』
禮
一
八
之

�
九
）。

（
（0
）　
『
宋
會
要
輯
稿
』
禮
一
九
之
二
一
に
よ
る
。

（
（（
）　
『
宋
會
要
輯
稿
』
禮
�
之
一
九
に
よ
る
。

（
（（
）　
『
大
唐
郊
祀
錄
』
は
馬
祖
、
先
牧
、
馬
社
、
馬
步
の
祭
り
に
つ
い
て
「
共
に
一
壇

に
在
り
」
と
い
う
。
宋
代
も
こ
れ
と
同
じ
か
。

（
（（
）　

神
宗
時
代
、
司
命
、
戶
、
竈
、
中
霤
、
門
、

、
行
を
�
立
（
立
春
、
立
夏
、
立

秋
、
立
冬
）
に
祭
る
（『
宋
史
』
禮
志
一
）。

（
（（
）　
『
大
唐
郊
祀
錄
』
本
文
で
は
�
鎭
。
た
だ
し
天
寶
十
載
に
霍
山
を
加
え
て
五
鎭
と

な
っ
た
。

（
（（
）　

以
下
、
典
據
に
つ
い
て
は

單
に
觸
れ
る
に
と
ど
め
た
。
詳
し
く
は
㊟（
（
）「
儒

敎
祭
祀
の
性
格
と
範
圍
に
つ
い
て
」
を
見
ら
れ
た
い
。

（
（（
）　

任
繼
愈
「
論
儒
敎
的
形
成
」（『
中
國
社
會
科
學
』
一
九
八
〇
年
第
一
朞
）、
同
『
具

㊒
中
國
民
族
形
式
的
宗
敎―

儒
敎
』（
一
九
八
八
年
）。
黃
進
興
『
優
入
聖
域―

力
・
信
仰
與
正
當
性
』，
台
灣
・
允
晨
文
化
實
業
股
份
公
司
、
一
九
九
�
年
）、
同

「
傳

中
國
に
お
け
る
孔
子
廟
祭
祀
と
そ
の
宗
敎
性
」（
吾
妻
重
二
・
二
階
堂
善
弘
編

『
東
ア
ジ
ア
の
儀
禮
と
宗
敎
』
所

、
雄
松
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
に
そ
の

點

が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
（7
）　

㊟（
（
）歬
揭
の
「
儒
敎
お
よ
び
中
國
思
想
史
硏
究
の
再
考
」。
な
お
、
こ
の
論
文

は
の
ち
吾
妻
『
宋
代
思
想
の
硏
究―

儒
敎
・
衟
敎
・
佛
敎
を
め
ぐ
る
考
察
』（
關

西
大
學
東
西
學
術
硏
究
所
硏
究
叢
刊
�
十
一
、
關
西
大
學
出
版

、
二
〇
〇
九
年
）

に

錄
。

（
（（
）　

加
地
伸
行
『
孝
硏
究　

儒
敎
基
礎
論
』（
加
地
伸
行

作
集
Ⅲ　

硏
文
出
版
、

二
〇
一
〇
年
）
一
二
〇
頁
以
下
。

（
（9
）　

杜
維
朙
『
現
代
精
神
與
儒
家
傳

』（
台
灣
、
聯
經
出
版
公
司
、
一
九
九
六
年
）、

方
克
立
・
李
錦
全
主
編
『
現
代
新
儒
家
學
案
』（
北
京
、
中
國
社
會
科
學
出
版
社
、

一
九
九
五
年
）
な
ど
。


