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『
儀
禮
』
に
お
け
る
禮
の
儀
節
の
分
岐
に
つ
い
て

三

は
じ
め
に

　
『
儀
禮
』
各
篇
を
讀
み
比
べ
て
み
る
と
、
同
じ
よ
う
に
淡
々
と
儀
式
の
次
第
が

記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
そ
こ
に
禮
思
想

―
と
言
う
の
が
大
仰
で

あ
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
禮
の
記
述
法

―
の
展
開
を
讀
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

今
本
に
示
さ
れ
て
い
る
經
・
記
の
區
分
は
そ
れ
ほ
ど
合
理
的
な
も
の
で
は
な
い

か
ら
、
田
中
利
朙
「
儀
禮
の
「
記
」
の
問
題

―
武
威
漢

を
め
ぐ
っ
て

―
」

（『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
十
九
集
、
一
九
六
七
年
）
に
從
い
、
各
篇
の
冐
頭
部
か
ら
は

じ
ま
っ
て
「
始
終
一
貫
し
た
儀
式
の
次
第
」
を
書
き
記
し
た
部
分
を
「
經（

１
）」、
そ

れ
以
外
の
部
分
を
「
記
」
と
新
た
に
分
類
し
直
す
な
ら
ば
、
あ
る
篇
で
は
「
記
」

で
補
記
さ
れ
て
い
る
內
容
が
、
あ
る
篇
で
は
「
經
」
に
組
み
込
ま
れ
て
記
述
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
氣
づ
く
。
分
か
り
や
す
い
の
が
儀
式
に
お
け
る
各
種
の
口
上
で
、

た
と
え
ば
士
冠
禮
「
經
」
の

乃
宿
賓
。
賓
如
主
人
服
。
出
門
左
、西
面
再
拜
。
主
人
東
面
荅
拜
。
乃
宿
賓
。

賓
許
。
主
人
再
拜
、
賓
荅
拜
。
主
人
退
、
賓
拜
送
。（1-11b

～12a （
２
））

乃
ち
賓
を
宿す
す

む
。
賓
、
主
人
の
服
の
如
く
に
す
。
門
を
出
て
左
し
、
西
面

し
て
再
拜
す
。
主
人
東
面
し
て
荅
拜
す
。
乃
ち
賓
を
宿
む
。
賓
許
す
。
主

人
再
拜
し
、
賓
荅
拜
す
。
主
人
退
き
、
賓
拜
送
す（

３
）。

と
特
性
饋
⻝
禮
「
經
」
の

宿
賓
。
賓
如
主
人
服
。
出
門
左
、
西
面
再
拜
。
主
人
東
面
荅
再
拜
。
宗
人
擯

曰
、
某
薦
歲
事
、
吾
子
將
涖
之
。
敢
宿
。
賓
曰
、
某
敢
不
敬
從
。
主
人
再
拜
、

賓
荅
拜
。
主
人
退
、
賓
拜
送
。（44-6b

～7a

）

（
傍
線
部
の
訓
讀
は
省
略
）
宗
人
擯た
す

け
て
曰
く
、「
某
そ
れ
が
し

歲
事
を
薦
め
、
吾
子

將
に
之
に
涖の

ぞ

ま
ん
と
す
。
敢
て
宿
む
」
と
。
賓
曰
く
、「
某
敢
て
敬
み
從

は
ざ
ら
ん
や
」
と
。（
傍
線
部
の
訓
讀
は
省
略
）

は
同
じ
く
賓
に
儀
式
へ
の
參
加
を
請
う
場
面
で
、
そ
の
表
現
も
ほ
ぼ
一
致
し
て
い

る
が
（
傍
線
部
）、
後
者
に
は
そ
こ
で
交
わ
さ
れ
る
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
の
に
對

し
、
歬
者
に
は
そ
れ
が
見
え
な
い
。
歬
者
の
士
冠
禮
で
は
、
こ
の
言
葉
は
「
記
」

の
部
分

―
今
本
の
記
で
な
い
こ
と
に
㊟
意
さ
れ
た
い
。
本
論
で
括
弧
を
附
け
て

「
經
」「
記
」
と
記
す
も
の
は
す
べ
て
上
の
新
た
な
分
類
に
よ
る

―
で
次
の
よ
う

に
補
わ
れ
て
い
る
。

宿
曰
、
某
將
加
布
於
某
之
首
。
吾
子
將
莅
之
。
敢
宿
。
賓
對
曰
、
某
敢
不
夙

興
。（3-7b

）
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四

經
の
記
述
の
完
備
化
の
過
程

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
經
」
が
固

定
化
さ
れ
た
後
は
そ
れ
ぞ
れ
の

「
記
」
が
受
け
繼
い
で
い
く
こ

と
に
な
る
。

　

こ
の
記
述
の
完
備
化
は
大
き

く
二
つ
の
方
向
に
分
か
れ
る
。

一
つ
は
禮
の
儀
節
の
細
部
を
補

う
方
向
で
完
備
化
す
る
も
の
で

あ
り
、
士
冠
禮
「
經
」
に
記
さ

れ
て
い
な
い
口
上
が
、
後
出
の

特
性
饋
⻝
禮
「
經
」
で
記
さ
れ

て
い
る
の
は
、「
經
」
の
レ
ベ

ル
で
行
わ
れ
た
完
備
化
、
そ
れ

が
士
冠
禮
「
記
」
で
補
わ
れ
て

い
る
の
が
「
記
」
の
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
た
完
備
化
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

も
う
一
つ
は
禮
の
儀
節
の
分
岐
を
補
う
方
向
で
の
完
備
化
で
あ
る
。た
と
え
ば
、

士
昏
禮
で
は「
經
」の
記
述
が
終
わ
っ
た
後
に
、「
若
し
舅
姑
既
に
沒
す
れ
ば
、則
ち
」

云
（々6-1a

）と
新
郞
側
の
父
母
が
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
る
場
合
の
儀
節
が「
記
」

と
し
て
補
記
さ
れ
て
い
る
。「
經
」
で
は
新
郞
側
の
父
母
が
健
在
で
あ
る
こ
と
を

歬
提
と
し
て
、
新
婦
が
舅
姑
に
見
え
、
⻝
を
饋お

く

る
等
の
儀
節
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

新
郞
の
父
母
が
常
に
健
在
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
場
合
は
昏
禮
の
儀
式
の

形
を
變
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
の
分
岐
し
た
禮
の
儀
節
を

「
記
」
で
補
う
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
記
述
は
「
經
」
の
中
に
も
見
ら
れ
、
た
と

え
ば
、
鄕
飮
酒
禮
で
は
「
賓
に
若
し
遵
者
の
諸
公
・
大
夫
㊒
れ
ば
、
則
ち
」
云
々

宿
め
て
曰
く
、「
某
將
に
布
を
某
の
首
に
加
へ
ん
と
す
。
吾
子
將
に
之
に

莅の
ぞ

ま
ん
と
す
。
敢
て
宿
む
」
と
。
賓
對
へ
て
曰
く
、「
某
敢
て
夙つ
と

に
興
き

ざ
ら
ん
や
」
と
。

こ
の
口
上
に
限
ら
ず
士
冠
禮
「
經
」
に
は
こ
の
種
の
口
上
は
一
切
見
え
て
お
ら
ず
、

す
べ
て
「
記
」
の
部
分
で
補
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
士
冠
禮
「
經
」
の

作
者
が
こ
の
種
の
口
上
を
禮
記
述
の
上
で
必
須
の
要
素
で
あ
る
と
意
識
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
が
特
性
饋
⻝
禮
「
經
」
の
作
者
に
な
る
と
禮

の
記
述
の
上
に
こ
の
種
の
口
上
が
書
き
込
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
の
で
あ
る
。
士
冠
禮
「
記
」
で
口
上
が
補
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ

の
「
記
」
の
作
者
が
こ
れ
を
禮
記
述
に
お
い
て
必
要
な
も
の
と
意
識
し
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
「
記
」
の
形
で
附
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
段

階
で
士
冠
禮
「
經
」
の
經
文
が
す
で
に
固
定
化
さ
れ
て
い
て
、特
性
饋
⻝
禮
「
經
」

の
よ
う
な
形
に
編
み
直
す
こ
と
が
も
は
や
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、「
經
」「
記
」が
一
時
の
作
で
は
な
い
こ
と
、士
冠
禮「
記
」、

特
性
饋
⻝
禮
「
經
」
の
成
立
が
士
冠
禮
「
經
」
に
遲
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。
こ
の
よ
う
な
檢
討
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、『
儀
禮
』
の
各
篇
の
「
經
」

に
つ
い
て
そ
の
相
對
的
な
成
立
の
お
お
よ
そ
の
歬
後
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
作
業
は
す
で
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
結
果
だ
け
を
圖
示

し
て
お
く
と
し
て（

４
）、
こ
こ
で
改
め
て
問
い
直
し
て
み
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
作

業
を
通
じ
て
浮
か
び
上
が
る
禮
經
の
完
備
化
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

こ
の
圖
は
禮
經
と
し
て
固
定
化
さ
れ
た
禮
の
種
類
が
時
閒
と
と
も
に
擴
大
し
て

い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
禮
經
の
守
備
範
圍
を
擴
大
し
て
い
く
方
向

で
の
完
備
化
で
あ
る
。
ま
た
、
よ
り
後
に
成
立
し
た
「
經
」
ほ
ど
、
よ
り
詳
細
な

禮
の
記
述
を
持
つ
傾
向
に
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
は
禮
經
の
記
述
の
完
備
化
の
過
程

が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
圖
に
は
直
接
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
禮

士冠禮
（士昏禮）

鄕飮酒禮

特性饋⻝禮

鄕射禮

燕禮

少牢饋⻝禮

士虞禮

大射儀
聘禮

公⻝大夫禮

図１

士虞禮

圖１



『
儀
禮
』
に
お
け
る
禮
の
儀
節
の
分
岐
に
つ
い
て

五

に
足
り
な
い
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
選
擇
の
自
由
度
を
與
え
る
記
述
が
『
儀
禮
』

に
き
わ
め
て
少
な
い
こ
と
は
㊟
意
さ
れ
て
よ
い（

６
）。『
儀
禮
』
各
篇
の
作
者
は
「
經
」

「
記
」
を
問
わ
ず
、
選
擇
の
自
由
度
を
可
能
な
限
り
制
限
す
る
形
で
禮
を
記
述
し

て
い
く
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
傾
向
は
禮
の
㊟
釋
者
た
ち
に
お
い
て
よ
り
著
し
く
、
鄭
玄
は

こ
こ
に
「
冬
夏
異
な
る
な
り
」（3b2

）
と
㊟
し
て（
７
）こ
こ
で
の
選
擇
の
自
由
度
を
完

全
に
消
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
し
、
こ
の
「
經
」
の
作
者
が
鄭
玄
と
同

じ
考
え
を
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
季
節
に
よ
る
禮
の
儀
節
の
分
岐
が
示

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
種
の
分
岐
に
つ
い
て
の
よ
り
朙
確
な
例

は
士
喪
禮
「
經
」35-14b

に
「
夏
は
葛
屨
、
冬
は
白
屨
」
と
見
え
て
い
る
。
死

者
に
履
か
せ
る
屨く

つ

の
夏
冬
に
よ
る
違
い
を
記
し
た
部
分
で
あ
る
。
時
令
の
存
在
を

指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
禮
に
お
い
て
季
節
の
違
い
は
重
要
な
變
數
と
な
り
得
る

が
、『
儀
禮
』
各
篇
の
場
合
、
季
節
の
違
い
に
よ
っ
て
禮
の
儀
節
が
分
岐
す
る
こ

と
を
記
し
た
部
分
も
ご
く
少
數
で
、
他
に
士
冠
禮
「
記
」3-10a

の
「
屨
は
、
夏

は
葛
を
用
ひ
、
…
冬
は
、
皮
屨
も
可
な
り
」、
士
相
見
禮
「
記
」7-1b

の
「
摯
は
、

冬
は
雉
を
用
ひ
、
夏
は
腒
を
用
ふ
」、
士
虞
禮
「
記
」42-18a

の
「（
調
味
の
滑つ

ま

は
）

夏
に
葵
を
用
ひ
、
冬
に
荁
を
用
ふ
」（
特
性
饋
⻝
禮
「
記
」46-11b

ほ
ぼ
同
じ
）
が

指
摘
で
き
る
程
度
で
あ
る
。
こ
こ
で
士
冠
禮
「
記
」
が
冬
に
皮
靴
を
履
く
こ
と
を

許
容
し
て
い
る
よ
う
に
、
實
際
の
儀
式
に
お
い
て
は
冬
の
防
寒
の
措
置
な
ど
が
取

ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、『
儀
禮
』
各
篇
の
作
者
は
基
本
的
に
季

節
を
變
數
と
し
な
い
形
で
禮
を
記
述
し
て
い
く
。
こ
こ
に
も
、
選
擇
の
自
由
度
を

制
限
し
た
い
作
者
の
意
向
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
、
例
外
的
に
若
干
の
自
由
度
が
與
え
ら
れ
て
い
る
禮
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
い

る
。
燕
禮
・
大
射
に
お
け
る
公
（
君
）
で
あ
る
。
そ
れ
を
書
き
記
す
部
分
の
記
述

の
し
か
た
が
面
白
い
。
兩
「
經
」
で
は
、
公
が
賓
に
酬
し
て
旅
酬
す
る
儀
節
と
、

（10-6b

）
と
、
通
例
で
は
參
加
が
想
定
さ
れ
て
い
な
い
「
諸
公
」
や
「
大
夫
」
が

來
賓
し
て
い
た
場
合
の
儀
節
が
「
經
」
の
末
尾
近
く
に
補
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
二
つ
の
完
備
化
、
特
に
後
者
は
そ
の
性
格
と
し
て
終
着
點
を
持
た
な

い
。
士
昏
禮
で
舅
姑
が
亡
く
な
っ
て
い
る
場
合
の
變
禮
が
補
記
さ
れ
て
い
る
の
は

上
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
人
の
死
は
豫
測
し
が
た
い
か
ら
、
昏
禮
の
日
取
り

が
定
ま
っ
た
の
ち
に
父
母
が
亡
く
な
っ
た
場
合
は
ど
う
す
る
の
か
、
父
母
で
な
く

と
も
身
內
に
不
幸
が
あ
っ
た
場
合
に
ど
う
す
る
の
か
な
ど
、
想
定
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
場
面
は
無
數
に
あ
る
。
そ
の
場
面
、
場
面
で
分
岐
す
る
禮
の
儀
節

が
、
あ
る
い
は
『
儀
禮
』
の
「
經
」
の
記
述
に
組
み
込
ま
れ
、
あ
る
い
は
「
記
」

で
補
記
さ
れ
、
あ
る
い
は
後
に
『
禮
記
』
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
よ
う
な
諸
篇
で

議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
方
向
に
お
け
る
禮
の
完
備
化
の
過
程
を
追
う
こ

と
に
よ
っ
て
初
朞
の
禮
學
の
展
開
の
よ
う
す
が
何
ほ
ど
か
う
か
が
え
る
の
で
は
な

い
か
と
朞
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
考
察
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の

は
變
禮
に
つ
い
て
の
問
答
を
集
め
た
『
禮
記
』
曾
子
問
篇
で
あ
る
の
だ
が
、
か
な

り
例
外
的
で
特
殊
な
場
合
に
お
け
る
變
禮
に
つ
い
て
議
論
を
す
る
こ
の
篇
か
ら
分

析
を
は
じ
め
る
の
は
㊜
切
で
は
な
い
。
ま
ず
は
『
儀
禮
』
に
お
け
る
こ
の
種
の
禮

の
完
備
化
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

一
、
選
擇
の
自
由
度
の
制
限

　

さ
て
、
ま
ず
最
も
單
純
な
禮
の
儀
節
の
分
岐
を
示
す
も
の
と
し
て
最
初
に
確
認

し
て
お
く
べ
き
は
、「
幂
に
は
綌
若
し
く
は
錫
を
用
ふ
」（
燕
禮
「
經
」14-3a （
５
））
の

よ
う
な
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
酒
樽
を
覆
う
布
に
つ
い
て
「
綌
」（
く
ず
ぬ
の
：
葛
で

作
っ
た
目
の
粗
い
布
）
ま
た
は
「
錫
」（
ほ
そ
ぬ
の
：
蔴
で
作
っ
た
目
の
密
な
布
）
の
い

ず
れ
か
を
用
い
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
選
擇
が
禮
の
儀
節
の
他

の
部
分
に
影
響
を
與
え
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
禮
の
分
岐
と
し
て
は
取
る
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る
よ
う
に）
（（
（

、
選
擇
可
能
な
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
禮
の
儀
節
が
示
さ
れ
る
こ
と
が

全
く
無
い
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が）

（1
（

、『
儀
禮
』
各
篇
の
作
者
は
、
原
則
と
し
て
儀

式
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
選
擇
の
自
由
を
與
え
ず
、
そ
の
選
擇
に
よ
っ
て
禮
の
儀
節
に

分
岐
が
生
じ
な
い
よ
う
な
形
で
禮
を
記
述
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、禮
の
儀
節
は
分
岐
し
て
い
く
。そ
の
分
岐
の
さ
ま
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二
、
人
・
物
・
所
を
變
數
と
す
る
も
の

ａ
、
士
冠
禮
、
士
昏
禮
の
場
合

　

ま
ず
は
、
圖
の
な
か
で
上
位
に
位
置
し
、『
儀
禮
』
の
古
層
を
な
す
と
考
え
ら

れ
る
士
冠
禮
、
士
昏
禮
の
「
經
」
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
二
つ
の
「
經
」
に
お
い

て
禮
の
儀
節
の
分
岐
は
ほ
と
ん
ど
示
さ
れ
て
い
な
い
。
士
冠
禮
「
經
」
で
は
、
冠

禮
の
日
取
り
を
筮う

ら
なう
に
際
し
て
「
若
し
吉
な
ら
ざ
れ
ば
、則
ち
遠
日
を
筮
ふ
こ
と
、

初
め
の
儀
の
如
く
に
す
」（1-9a

）
と
旬
內
の
近
日
を
筮
っ
て
吉
で
な
か
っ
た
場

合
に
、
旬
外
の
遠
日
を
同
じ
よ
う
に
し
て
筮
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
を
指
摘

で
き
る
程
度
で
あ
る
。
占
い
は
常
に
吉
と
出
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
種
の

場
合
分
け
に
よ
る
分
岐
が
記
さ
れ
る
の
は
當
然
の
こ
と
で
、
そ
も
そ
も
儀
節
の
分

岐
と
し
て
こ
れ
を
取
り
上
げ
る
ま
で
も
な
い
の
か
も
知
れ
な
い）

（1
（

。
他
禮
に
お
い
て

は
、
た
と
え
ば
射
禮
で
矢
が
中
っ
た
場
合
と
外
れ
た
場
合
の
數
取
り
の
處
置
を
記

す
も
の
（
鄕
射
禮
「
經
」12-13a

、
大
射
「
經
」17-22a

）
な
ど
も
こ
れ
に
準
じ
よ

う）
（1
（

。

　

士
昏
禮
「
經
」
で
は
末
尾
で
新
婦
を
送
っ
て
來
た
者
（「
送
者
」）
を
勞
う
儀
節

を
記
し
た
部
分
で
、「
若
し
異
邦
な
れ
ば
、
則
ち
丈
夫
の
送
者
に
贈
る
に
、
束
錦

を
以
て
す
」（5-14b

）
と
、
異
國
か
ら
娶
っ
た
場
合
の
儀
節
の
相
違
が
短
く
記
さ

れ
て
い
る
。
士
昏
禮
「
經
」
で
は
昏
禮
は
昏
（
日
暮
れ
）
に
行
う
も
の
と
さ
れ
、

日
沒
後
に
「
燭
（
た
い
ま
つ
）」
に
導
か
れ
て
親
迎
（
新
郞
自
ら
新
婦
を
迎
え
る
儀
節
）

主
人
が
卿
に
獻
じ
て
旅
酬
す
る
儀
節
が
引
き
續
い
て
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
旅
酬
（
杯
を
め
ぐ
ら
せ
て
次
々
と
飮
ん
で
い
く
こ
と
）
の
最
初
の
部
分
で
、
儀
式
を

取
り
仕
切
る
「
小
臣
」
が
君
に
杯
を
す
す
め
る
者
を
君
に
請
う
て
い
る
。「
下
大

夫
二
人
」
が
そ
の
候
補
者
で
あ
る
が
、
歬
者
の
儀
節
の
記
述
に
お
い
て
は
「
若
し

君
、
命
じ
て
皆
な
致す

す

め
し
む
れ
ば
、
則
ち
」
云
々
（14-14b/17-3b

無
「
君
」
字
）

と
二
人
と
も
に
す
す
め
さ
せ
る
場
合
が
記
さ
れ
、
後
者
の
儀
節
の
記
述
に
お
い
て

は
「
若
し
長
に
命
じ
て
致
め
し
む
れ
ば
、
則
ち
」
云
々
（15-2b/17-6b

）
と
二
人

の
內
の
年
長
者
に
す
す
め
さ
せ
る
場
合
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
章
が
不

定
を
示
す
「
若
（
も
し
）」
の
語
で
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
朙
ら
か
な
よ
う
に
、

い
ず
れ
の
儀
節
に
お
い
て
も
、
二
人
と
も
に
命
じ
る
か
、
年
長
者
の
一
人
に
命
じ

る
か
の
選
擇
の
自
由
度
が
君
に
與
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が（

８
）、『
儀
禮
』
の

記
述
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
一
方
し
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
あ
た
か
も
こ
こ
で

禮
の
儀
節
の
分
岐
が
生
じ
て
い
な
い
か
の
よ
う
な
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。
こ
こ
に
も

プ
レ
イ
ヤ
ー
の
自
由
な
選
擇
に
よ
っ
て
禮
の
儀
節
を
分
岐
さ
せ
た
く
な
い
作
者
の

意
向
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

　

こ
れ
ら
旅
酬
の
儀
に
お
い
て
は
、
君
が
賓
に
授
け
た
「
膳
觶
」
を
そ
の
ま
ま
旅

酬
に
用
い
さ
せ
る
か
否
か（

９
）、
後
者
の
旅
酬
の
始
め
に
杯
を
め
ぐ
ら
す
相
手
と
し
て

賓
を
選
ぶ
か
大
夫
の
年
長
者
を
選
ぶ
か）

（1
（

の
選
擇
の
自
由
が
君
に
與
え
ら
れ
て
お

り
、
こ
の
選
擇
に
よ
り
禮
の
儀
節
に
若
干
の
分
岐
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
自
由

度
が
君
に
與
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
鄭
玄
が
「
君
を
優
す
る
な
り
」（
燕
禮
㊟14-

14b2

）
と
㊟
す
る
よ
う
に
、
君
を
敬
し
て
優
遇
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で

も
與
え
ら
れ
て
い
る
の
は
こ
の
程
度
の
自
由
度
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
そ
こ
で

の
選
擇
が
禮
の
儀
節
の
形
を
大
き
く
變
え
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

飮
酒
を
中
心
と
す
る
燕
禮
「
經
」
に
お
い
て
「
若
し
射
れ
ば
、
則
ち
」
云
々

（15-12b

）
と
宴
席
の
餘
興
と
し
て
の
射
を
行
う
か
否
か
の
選
擇
が
記
さ
れ
て
い



『
儀
禮
』
に
お
け
る
禮
の
儀
節
の
分
岐
に
つ
い
て

七

に
い
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
」
と
思
い
出
し
、
彼
ら
に
關
す
る
儀
節
に
つ
い
て
短

く
附
け
加
え
た
よ
う
な
感
じ
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、こ
う
附
け
加
え
た
も
の
の
、

そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
と
考
え
て
、
鄕
飮
酒
禮
（
翌
日
の
慰
勞
會
を
除
く
）
の
記
述

が
す
べ
て
終
わ
っ
た
後
に
、「
賓
に
若
し
遵
者
の
諸
公
・
大
夫
㊒
れ
ば
、則
ち
」
云
々

と
改
め
て
こ
の
場
合
に
分
岐
す
る
禮
の
儀
節
が
補
記
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
見
え

る
。
こ
れ
を
補
記
す
る
必
要
を
感
じ
た
の
で
あ
れ
ば
、
も
う
一
度
、
經
文
を
推
敲

し
て
、「
經
」の
各
部
分
に
こ
れ
を
組
み
込
め
ば
よ
い
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
す
る
と
經
文
の
各
所
で
「
賓
に
若
し
遵
者
の
諸
公
・
大
夫
㊒
れ
ば
、
則
ち
」

が
繰
り
﨤
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
の
た
び
に
儀
式
の
流
れ
が
さ
え
ぎ
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
嫌
っ
て
、
常
禮
と
異
な
る
部
分
だ
け
後
に
補
記
す
る
と
い

う
ス
タ
イ
ル
を
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
附
加
に
つ
い
て
、
あ
る
意
味
で
鄕
飮
酒
禮
「
經
」
と
對
照

的
な
の
が
鄕
射
禮
「
經
」
で
あ
る
。
後
者
で
射
が
始
ま
る
以
歬
の
儀
節
に
つ
い
て

は
、
射
具
の
陳
設
が
記
さ
れ
る
の
と
、「
介
」（
賓
の
介
𣷹
え
）
に
關
す
る
記
述
を

省
い
て
い
る
こ
と
を
除
い
て
、
歬
者
と
大
同
小
異
で
あ
る
。
變
化
が
出
て
く
る
の

は
、
旅
酬
に
先
立
っ
て
一
人
が
觶
（
さ
か
ず
き
）
を
舉
げ
る
と
こ
ろ
か
ら
で
、
鄕

飮
酒
禮
「
經
」10-6b

の
「
賓
に
若
し
遵
者
の
諸
公
・
大
夫
㊒
れ
ば
、
則
ち
既
に

一
人
、
觶
を
舉
ぐ
れ
ば
、
乃
ち
入
る
」
と
對
應
す
る
形
で
、
鄕
射
禮
「
經
」
で
は

一
人
觶
を
舉
ぐ
儀
節
の
後
に
「
大
夫
に
若
し
遵
者
㊒
ら
ば
、
則
ち
門
を
入
り
て
左

す
」
云
々
（11-10b

）
と
「
遵
者
」
の
「
大
夫
」
が
參
加
し
た
場
合
の
主
人
と
の

獻
・
酢
の
儀
節
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
歬
に
「
大
夫
」
の
語
は
出
て
こ
な
い

か
ら
、
こ
こ
ま
で
は
鄕
射
禮
「
經
」
の
作
者
も
大
夫
が
參
加
し
な
い
形
を
常
禮
と

し
て
記
述
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
以
後
、
奏
樂
を
は
さ
ん
で
射
が
始
ま
る
と

だ
ん
だ
ん
と
大
夫
が
そ
の
場
に
い
る
の
を
歬
提
と
し
て
禮
が
記
さ
れ
て
い
く
よ
う

に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
兆
し
は
射
に
先
立
っ
て
射
器
を
門
內
に
納
れ
る
段
階
で

を
し
て
同
日
の
內
に
新
郞
側
の
家
で
昏
禮
を
な
す
形
で
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
も

し
遠
く
異
國
か
ら
娶
る
場
合
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
衟
中
に
お

け
る
儀
節
が
な
に
か
し
ら
附
記
さ
れ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
れ
が
「
經
」（「
記
」）
に
お
い
て
記
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
は
、
士

昏
禮
「
經
」
の
作
者
が
、
異
國
か
ら
娶
る
場
合
を
特
に
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
な
ぜ
こ
の
「
經
」
の
末
尾
に
唐
突
に
こ
の
補
記

が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
と
も
あ
れ
士
昏
禮
「
經
」
に

お
い
て
禮
の
儀
節
の
分
岐
が
示
さ
れ
る
の
は
こ
こ
に
限
ら
れ
る
。

ｂ
―
①
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
附
加

　

こ
れ
が
鄕
飮
酒
禮
「
經
」
に
な
る
と
、
よ
り
朙
確
な
禮
の
儀
節
の
分
岐
が
示
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
分
岐
を
與
え
る
の
は
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
附
加
で
あ
る
。
上

に
記
し
た
よ
う
に
、
こ
の
「
經
」
の
末
尾
附
近
に
は
、「
諸
公
」
や
「
大
夫
」
が

儀
式
に
加
わ
っ
た
場
合
の
儀
節
が
補
記
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
こ
の
「
諸
公
」
が
何
者
で

あ
る
か
は
『
儀
禮
』
內
部
で
朙
確
に
さ
れ
て
お
ら
ず
解
釋
上
の
問
題
と
な
っ
て
い

る
が
、こ
こ
で
は
か
り
に
川
原
壽
市
氏
に
從
い
「
諸
公
」
は
「
卿
大
夫
の
致
任
者
」、

對
す
る
「
大
夫
」
は
「
在
官
中
の
大
夫
」
で
あ
る
と
解
し
て
お
く）

（1
（

。

　

さ
て
、
鄕
飮
酒
禮
「
經
」
に
お
い
て
不
可
思
議
な
の
は
、
こ
の
補
記
に
先
立
ち
、

爼
を
徹
す
る
際
の
記
述
に
お
い
て
す
で
に
「
遵
者
」（
相
伴
客
）
（1
（

）
の
「
諸
公
・
大
夫
」

が
「
經
」
に
現
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（10-4b

）。
こ
れ
は
す
で
に
鄕
飮
酒
禮
の

最
終
局
面
に
近
い
場
面
で
あ
る
が
、特
に
不
定
の
表
現
を
と
も
な
わ
な
い
形
で「
遵

者
、席
を
降
り
」
云
々
と
書
き
記
し
、や
や
暫
く
し
て
「
若
し
諸
公
・
大
夫
㊒
れ
ば
、

則
ち
人
を
し
て
爼
を
受
け
し
む
る
こ
と
、
賓
の
禮
の
如
く
に
す
」
と
附
け
加
え
ら

れ
て
い
る）

（1
（

。
こ
の
場
面
に
「
遵
者
」
が
い
る
の
が
常
禮
で
あ
る
か
の
よ
う
に
書
き

記
し
て
い
た
「
經
」
の
作
者
が
、
は
た
と
氣
づ
い
て
「
遵
者
の
諸
公
・
大
夫
は
常
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に
も
見
え
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
禮
の
儀
節
を
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
變
え
る
も
の
で

は
な
い）

（1
（

。
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
附
加
に
よ
り
儀
節
が
大
き
く
變
わ
っ
て
く
る
の
は
何
と

い
っ
て
も
主
君
の
來
臨
で
あ
る
。
士
喪
禮
「
經
」37-7b

で
は
、「
君
若
し
（
特

段
の
恩
）
賜
㊒
ら
ば
、
則
ち
（
大
）
斂
を
視
る
」
云
々
と
、
計
三
百
字
以
上
を
費

や
し
て
、
君
が
大
斂
の
儀
に
臨
み
視
る
場
合
の
儀
節
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部

分
は『
禮
記
』喪
大
記
篇

―
そ
こ
に
は「（
君
、）士
に
於
て
は
既
に
殯
し
て
徃
き
、

之
が
爲
に
賜
へ
ば
大
斂
す
」（45-13a

）
と
あ
る

―
と
の
關
係
で
重
要
な
部
分

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
喪
大
記
篇
の
問
題
で
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
論
じ
な
い

と
し
て
、『
儀
禮
』
の
「
經
」
で
主
君
の
禮
へ
の
參
加
が
變
禮
と
し
て
記
さ
れ
る

の
は
實
は
こ
こ
だ
け
で
あ
る
。「
記
」
に
ま
で
範
圍
を
廣
げ
て
も
、
こ
の
部
分
に

附
け
ら
れ
た
「
記
」41-14a

を
除
け
ば
、
鄕
射
禮
「
記
」13-19a

、
燕
禮
「
記
」

15-24a

で
主
君
が
射
禮
に
加
わ
っ
た
場
合
が
記
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い）
11
（

。
こ

れ
は
『
儀
禮
』
の
中
核
と
な
っ
て
い
る
冠
婚
葬
祭
に
關
す
る
士
禮
で
、
君
が
參
與

す
る
可
能
性
が
あ
る
の
は
喪
禮
だ
け
で
あ
り
、
他
方
、
君
の
存
在
が
歬
提
と
さ
れ

て
い
る
聘
禮
、
公
⻝
大
夫
禮
等
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
形
の
變
禮
が
考
え
ら

れ
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ｂ
―
②
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
不
在

　

こ
れ
ら
聘
禮
、
公
⻝
大
夫
禮
等
の
君
が
主
要
な
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
な
る
禮
で
は
、

逆
に
、
君
が
儀
節
に
參
加
で
き
な
い
場
合
が
變
禮
と
し
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
聘
禮
「
經
」22-14a

、
公
⻝
大
夫
禮
「
記
」26-2b

で
は
「（
公
）
若
し
親
み
ず
か

ら
⻝
せ
し
め
ざ
れ
ば
、
大
夫
を
し
て
」
云
々
と
、
ホ
ス
ト
側
の
主
國
の
君
が
聘
使

を
も
て
な
す
⻝
禮
に
參
加
で
き
な
か
っ
た
場
合
の
儀
節
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
、
公
⻝
大
夫
禮
に
お
い
て
「
記
」
に
補
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
聘
禮
の
「
經
」

に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
公
⻝
大
夫
禮
「
經
」
に
對
す
る
聘
禮
「
經
」
の

す
で
に「
大
夫
の
弓
」（11-19a

）が
用
意
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
う
か
が
え
る
が
、

第
二
番
射
の
冐
頭
で
「
賓
・
主
人
・
大
夫
、
若
し
皆
な
射
に
與
れ
ば
、
則
ち
」
云
々

（12-7b

）
と
言
わ
れ
て
い
る
所
く
ら
い
ま
で
は
ま
だ
大
夫
の
存
在
が
自
朙
視
さ
れ

て
い
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
が
、
そ
れ
以
後
は
ほ
ぼ
大
夫
の
存
在
を
歬
提
と
し

て
禮
が
記
さ
れ
て
お
り
、時
折
、大
夫
に
關
す
る
儀
節
が
他
と
異
な
る
場
合
に
「
大

夫
の
矢
は
則
ち
之
を

あ
は

せ
束
ぬ
る
に
茅
を
以
て
し
、握
（
矢
の
中
央
）
よ
り
上
に
す
」

（12-14b

）、「
賓
・
主
人
・
大
夫
は
勝
た
ざ
る
も
、則
ち
弓
を
執
ら
ず
」（12-18a

）、「
大

夫
飮
め
ば
、
則
ち
（
大
夫
の
相
手
に
な
っ
た
）
耦
は
升
ら
ず
。
若
し
大
夫
の
耦
勝
た

ざ
れ
ば
、則
ち
亦
た
（
弦
を
）
弛
（
め
た
）
弓
を
執
り
、特ひ
と

り
升
り
て
飮
む
」（12-18b

）

と
そ
の
違
い
が
附
記
さ
れ
る
。
射
後
の
旅
酬
に
お
い
て
も
同
樣
で
、
こ
こ
で
は
逆

に
「
若
し
大
夫
無
け
れ
ば
、
則
ち
」
云
々
（12-27a/13-1b

）
と
大
夫
が
い
な
い

場
合
の
方
が
變
禮
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
、
つ
づ
く
徹
爼
、
無
算
𣝣
に
お
い
て
も
大

夫
は
存
在
す
る
も
の
と
し
て
記
述
し
て
「
經
」
は
終
わ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
大
夫
が
參
加
す
る
こ
と
を
歬
提
に
鄕
射
禮

―
射
禮
と
飮
酒
禮
か

ら
成
る

―
の
射
禮
の
部
分
を
記
し
て
い
た
作
者
が
、
の
ち
に
鄕
飮
酒
禮
「
經
」

を
利
用
し
て
、
そ
の
飮
酒
禮
の
部
分
を
補
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
よ
う
。
鄕

飮
酒
禮
「
經
」
に
見
え
て
い
た
「
諸
公
」
を
鄕
射
禮
「
經
」
が
削
っ
て
い
る
の
は
、

す
で
に
記
し
終
え
た
射
禮
の
部
分
で
「
諸
公
」
の
存
在
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た

か
ら
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
鄕
射
禮
「
經
」
の
作
者
は
、
徹
爼
以
後
の
鄕
飮
酒
禮

と
重
な
る
部
分
に
お
い
て
も
「
諸
公
」
の
存
在
を
無
視
し
て
、
そ
の
經
文
を
記
述

し
て
い
く
の
で
あ
る
。
の
ち
に
こ
こ
に
「
諸
公
」
が
あ
ら
わ
れ
な
い
の
を
疑
問
と

し
た
も
の
が
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
鄕
射
禮
「
記
」
で
は
、「
若
し
諸
公
㊒
れ
ば
、

則
ち
」
云
々
（13-9b

）
と
、
鄕
飮
酒
禮
「
經
」
の
「
諸
公
・
大
夫
」
に
關
す
る

部
分
を
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
し
た
も
の
が
補
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
「
諸
公
」
に
關
す
る
補
記
は
燕
禮
「
經
」15-2a

（
大
射
「
經
」17-6a

）



『
儀
禮
』
に
お
け
る
禮
の
儀
節
の
分
岐
に
つ
い
て

九

る
側
が
君
か
ら
大
夫
に
變
更
さ
れ
た
場
合
も
、
同
「
記
」
で
は
「
大
夫
相
⻝
す

る
に
は
」
云
々
（26-4a

）
と
補
記
さ
れ
る
。
聘
禮
に
お
い
て
も
、
卿
を
聘
使
と

す
る
聘
禮
「
經
」
に
對
し
て
、
大
夫
を
聘
使
と
す
る
「
小
聘
」
が
そ
の
「
記
」

24-2b

に
補
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
、
身
分
の
異
な
る
も
の
に
プ
レ

イ
ヤ
ー
を
變
更
し
た
場
合
を
記
述
す
る
も
の
は
、
士
相
見
禮
「
記
」
に
集
中
し
、

士
が
相
見
え
る
場
合
（7-1b

）、
士
が
大
夫
に
見
え
る
場
合
（7-6a

）、
士
で
嘗
て

大
夫
の
臣
で
あ
っ
た
も
の
が
大
夫
に
見
え
る
場
合
（7-6a

）、
下
大
夫
が
相
見
え

る
場
合
（7-6b

）、
上
大
夫
が
相
見
え
る
場
合
（7-7a

）、
大
夫
・
士
・
庶
人
が
君

に
見
え
る
場
合
（7-8a

）、
辭
任
し
た
卿
大
夫
（「
先
生
異
𣝣
者
」）
が
士
に
見
え
る

場
合
（7-12b

）
が
列
舉
さ
れ
て
い
る
。

　

他
に
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
性
別
に
よ
る
儀
節
の
變
化
を
記
し
た
も
の
も
あ
り
、
士

喪
禮
（
既
夕
禮
）「
記
」40-9b

～11a

で
は
、
沐
浴
や
死
者
の
身
に
着
け
る
も

の
な
ど
、
死
者
が
婦
人
で
あ
っ
た
場
合
の
そ
の
男
子
と
の
違
い
が
補
記
さ
れ
て
い

る）
11
（

。
ま
た
、士
冠
禮
「
記
」
に
、孤
子
の
冠
禮
（3-5b

）
11
（

）、庶
子
の
冠
禮
（3-6b

）
が
、

士
昏
禮
「
記
」6-8a

に
庶
子
の
婦
が
舅
姑
に
見
え
る
場
合
が
見
え
、燕
禮
「
記
」

15-18b/20a/24b

で
も
、
自
國
の
臣
下
と
で
は
な
く
、
他
國
か
ら
の
賓
客
と
燕

飮
す
る
場
合
の
儀
節
が
補
わ
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
の
種
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
變
更
に
よ
る

儀
節
の
分
岐
も
、「
經
」
に
は
組
み
込
ま
れ
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る）

11
（

。

ｃ
、
新
舊
の
儀
節

　

こ
こ
で
附
論
し
て
お
く
べ
き
は
、
少
牢
饋
⻝
禮
（
㊒
司
徹
）「
記
」50-10a

「
若

し
尸
を
賓）

11
（

せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
」
以
下
の
、
尸
を
賓
と
し
て
も
て
な
さ
な
か
っ
た
場

合
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
は
士
禮
で
あ
る
特
性
饋
⻝
禮
と
ほ
ぼ

同
じ
よ
う
な
形
で
儀
式
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
鄭
玄
（50-10a9

）
は
こ
れ

を
下
大
夫
の
禮
と
解
し
て
い
る
（
よ
っ
て
、尸
を
賓
と
す
る
禮
は
上
大
夫
の
禮
と
な
る
）。

後
出
を
示
し
て
い
る
が）

1（
（

、
こ
の
種
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
不
在
の
場
合
を
補
記
す
る
部

分
が
「
經
」
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
例
は
少
な
い
。
聘
禮
「
經
」
の
上
に
引
い
た

部
分
に
つ
づ
い
て
「（
大
夫
）
若
し
親
ら
饗
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
」
云
々
（22-14b

）

と
今
度
は
大
夫
が
聘
使
を
も
て
な
す
饗
禮
に
參
加
で
き
な
か
っ
た
場
合
を
記
す
も

の
と
、
聘
使
が
主
國
の
卿
大
夫
の
邸
を
訪
問
す
る
に
際
し
て
卿
大
夫
が
故
あ
っ
て

面
會
で
き
な
か
っ
た
場
合
を
記
す
も
の
（22-10b

）、
そ
れ
か
ら
上
に
引
い
た
鄕

射
禮
で
大
夫
が
不
在
で
あ
る
場
合
の
記
載
が
あ
る
の
を
數
え
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ

れ
は
聘
禮
に
お
い
て
⻝
禮
な
ど
は
そ
の
中
核
に
置
か
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
鄕
射

禮
に
お
い
て
大
夫
は
主
要
な
プ
レ
イ
ヤ
ー
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
よ
う

で
、
聘
禮
に
お
い
て
も
そ
の
中
核
を
な
す
聘
享
の
儀
で
主
要
な
プ
レ
イ
ヤ
ー
で
あ

る
主
君
が
不
在
と
な
る
場
合
の
儀
節
は
「
經
」
で
で
は
な
く
「
記
」24-13b

の

方
で
補
わ
れ
て
い
る
。

　

他
、
冠
禮
で
冠
者
の
母
が
不
在
の
場
合
（3-6b
）、
昏
禮
で
舅
姑
が
沒
し
て
い

る
場
合
（
既
述
）
11
（

）、士
虞
禮
で
虞
祭
で
尸
（
か
た
し
ろ
）
を
立
て
な
い
場
合
（43-2b

）、

卒
哭
の
儀
で
尸
を
立
て
な
い
場
合
（43-10a

）、
公
⻝
大
夫
禮
で
大
夫
が
親
ら
⻝

禮
に
參
加
で
き
な
か
っ
た
場
合
（26-5a

）
の
補
記
も
す
べ
て
「
記
」
の
方
で
行

わ
れ
る
こ
と
に
な
る）

11
（

。『
儀
禮
』
各
篇
の
「
經
」
は
や
は
り
「
そ
の
儀
禮
の
典
型

を
示
す
も
の）

11
（

」
な
の
で
あ
り
、
そ
の
主
要
な
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
不
在
と
な
る
よ
う
な

例
外
は
原
則
と
し
て
「
經
」
に
組
み
込
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。

ｂ
―
③
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
變

　

さ
て
、
こ
れ
ら
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
附
加
・
不
在
に
準
ず
る
も
の
が
、
プ
レ
イ
ヤ
ー

の
變
更
で
あ
る
。
下
大
夫
に
⻝
を
賜
う
の
を
歬
提
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
公
⻝
大

夫
禮
「
經
」
に
對
し
て
、
同
「
記
」
で
は
上
大
夫
に
⻝
を
賜
う
場
合
の
儀
節
の
違

い
が
補
記
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
れ
は
⻝
を
受
け
る
側
の
變
更
で
あ
る
が
、
⻝
を
與
え
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ｄ
、
物
・
所
を
變
數
と
す
る
も
の

　

以
上
に
示
し
た
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
附
加
・
不
在
・
變
更
に
よ
る
禮
の
儀
節
の
分
岐

に
對
應
す
る
の
は
、
禮
で
用
い
る
用
具
（
物
）
や
禮
の
行
わ
れ
る
場
所
の
缺
如
・

變
更
に
よ
る
禮
の
儀
節
の
分
岐
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
種
の
分
岐
が
記
さ
れ
る
部

分
は
多
く
は
な
い
。
士
昏
禮
「
記
」6-4a

で
新
婦
側
の
祖
廟
の
㊒
無
に
よ
る
新

婦
敎
育
の
場
所
の
變
化
を
示
し
た
部
分
、
鄕
射
禮
「
經
」12-2a

で
「
豫
は
則
ち

楹は
し
らの
內
を
鉤か
ぎ
とり
、
堂
は
則
ち
楹
の
外
由
り
す
」
と
（
州
學
の
）
豫
と
、（
鄕
學
の
）

堂
の
建
物
の
違
い
に
よ
っ
て
司
射
の
步
む
ル
ー
ト
が
異
な
る
こ
と
を
示
す
部
分）
11
（

、

同
「
記
」13-12b

で
「
旌
は
各
お
の
其
の
物
（
模
樣
あ
る
も
の
）
を
以も
ち

ふ
。
物
無

く
ん
ば
、
則
ち
」
云
々
と
模
樣
の
あ
る
旌
が
無
か
っ
た
場
合
を
附
記
す
る
部
分）

11
（

、

聘
禮
「
經
」19-3b/14a

で
禮
物
の
（
虎
や
豹
の
）
皮
を
馬
で
代
用
す
る
場
合
に

つ
い
て
記
し
た
部
分
、
同
「
記
」24-12b

～13b

で
私
覿
に
お
い
て
賓
が
個
人

的
に
獻
ず
る
も
の
が
あ
っ
た
場
合
の
補
記
、
士
喪
禮
（
既
夕
禮
）「
經
」39-3b

～

4a

で
賓
が
贈
る
葬
送
の
㊮
に
（
靈
歬
に
供
え
る
）「
奠
」
や
（
喪
主
に
對
し
て
贈
る
）

「
賻
」
が
含
ま
れ
て
い
た
場
合
、
ま
た
そ
れ
が
器
に
盛
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
場
合
、

あ
る
い
は
そ
れ
が
既
製
品
で
あ
っ
た
場
合
を
記
す
部
分
な
ど
を
指
摘
で
き
る
程
度

で
あ
る
。
し
か
も
最
後
の
例
に
つ
い
て
は
、
後
文
に
「
兄
弟
は
、
賵
、
奠
（
と
も

に
）
可
な
り
。
知
る
所
は
、則
ち
賵
し
て
奠
せ
ず
。
死
（
者
）
を
知
る
者
は
贈
り
、

生
（
＝
喪
主
）
を
知
る
者
は
賻
す
」（4b

～5a

）
と
あ
る
こ
と
よ
り
す
れ
ば
、
こ

れ
ら
は
喪
主
と
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
の
關
係
に
よ
る
分
岐
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
以
上

の
記
載
は
「
經
」「
記
」
に
わ
た
る
が
、
聘
禮
「
記
」
の
例
を
除
い
て
は
い
ず
れ

も
短
い
補
記
に
過
ぎ
ず
、『
儀
禮
』
に
お
い
て
禮
の
儀
節
の
分
岐
を
生
む
主
要
な

要
因
は
あ
く
ま
で
人
で
あ
っ
て
、物
や
場
所
（
さ
ら
に
は
時
閒
）
11
（

）
で
は
な
い
こ
と
が
、

こ
こ
か
ら
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

　

つ
い
で
な
が
ら
、
こ
の
最
後
に
出
て
き
た
「
喪
主
と
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
の
關
係
」

こ
の
鄭
玄
の
解
釋
が
正
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
は
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
身
分
の
變

更
に
と
も
な
う
禮
の
儀
節
の
分
岐
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が）

1（
（

、

鄭
說
は
、
こ
の
禮
が
特
性
饋
⻝
禮
「
經
」
と
少
牢
饋
⻝
禮
「
經
」
の
中
閒
に
あ
た

る
こ
と
か
ら
導
か
れ
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
以
上
の
根
據
を
持
た
な
い）

11
（

。
特
性

饋
⻝
禮
「
經
」
を
も
と
に
少
牢
饋
⻝
禮
「
經
」
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る

な
ら
ば
、
最
初
に
作
ら
れ
た
少
牢
饋
⻝
禮
「
經
」

―
プ
ロ
ト
「
經
」
と
で
も
言

お
う
か

―
は
特
性
饋
⻝
禮「
經
」に
類
似
し
た「
不
賓
尸
」の
形
で
あ
っ
た
の
が
、

そ
れ
で
は
士
禮
と
の
差
異
が
小
さ
い
と
し
て
、
後
に
「
賓
尸
」
の
形
を
と
る
現
在

の
少
牢
饋
⻝
禮
「
經
」
が
作
ら
れ
た
も
の
の
、
何
ら
か
の
理
由
が
あ
っ
て
舊
バ
ー

ジ
ョ
ン
も
殘
さ
れ
た
と
い
う
の
が
、今
本
の
少
牢
饋
⻝
禮
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

こ
れ
に
類
似
し
た
考
え
方
は
、す
で
に
敖
繼
公
『
儀
禮
集
說
』17-35b

）
11
（

が
「
若

不
賓
尸
」
に
㊟
し
て
、

此
の
下
の
禮
、
尸
を
賓
す
る
者
に
視く

ら

べ
て
少
し
く
質
な
れ
ば
、
則
ち
是
れ
制

禮
の
序
、
此
れ
先
に
し
て
彼
れ
後
な
る
こ
と
、
冠
禮
の
醴
す
る
と
醮
す
る
者

と
の
如
く
然
り
。

と
示
し
て
い
て）

11
（

、
こ
こ
で
引
か
れ
る
冠
禮
は
士
冠
禮
「
記
」
で
「
若
し
醴
せ
ざ
れ

ば
、
則
ち
醮
に
酒
を
用
ふ
」
云
々
（3-1a

）
と
、
醴
（
に
ご
り
ざ
け
）
で
は
な
く
酒

を
用
い
る
場
合
を
記
し
た
部
分
で
あ
る
。
酒
を
用
い
る
儀
節
の
方
が
新
し
い
時
代

の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が）

11
（

、『
儀
禮
』
に
お
い
て
は
例
外
的
に

新
舊
の
儀
節
が
あ
わ
せ
記
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
り
、
結
果
的
に
、
新
舊
い
ず
れ

の
儀
節
を
取
る
こ
と
も
許
容
す
る
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
禮
の
儀
節
が
示
さ
れ
る

形
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
時
代
と
と
も
に
禮
の
儀
節
は
變
化
し
、
新
舊
い
ず

れ
か
に
從
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
禮
の
儀
節
が
分
岐
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ

う
な
形
の
分
岐
を
記
す
の
は
『
儀
禮
』
で
は
こ
の
二
か
所
に
限
ら
れ
る
。



『
儀
禮
』
に
お
け
る
禮
の
儀
節
の
分
岐
に
つ
い
て

一
一

イ
ミ
ン
グ
で
起
こ
る
か
に
よ
っ
て
、
禮
の
儀
節
が
分
岐
す
る
の
で
あ
る
（
禮
そ
れ

自
體
の
取
り
や
め
も
含
む
）。

　

こ
の
「
想
定
外
」
の
事
態
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
受
け
止
め
方
に
よ
っ
て
變
化

す
る
も
の
で
、
た
と
え
ば
鄕
飮
酒
禮
に
お
い
て
、「
遵
者
の
諸
公
・
大
夫
」
の
參

加
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、彼
ら
が
突
然
あ
ら
わ
れ
れ
ば
、「
想
定
外
」

の
事
態
が
起
こ
っ
た
と
し
て
、主
催
者
は
あ
わ
て
ふ
た
め
く
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、

こ
れ
は
そ
れ
ほ
ど
稀
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
だ
か
ら
こ
そ
彼
ら
の

參
加
を
組
み
込
む
形
で
鄕
飮
酒
禮
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
上
に
示
し

た
よ
う
な
聘
禮
に
お
け
る
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
死
な
ど
は
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
豫
測
不

能
の
事
態
で
あ
る
。
こ
の
豫
測
不
能
の
事
態
が
起
こ
り
う
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め

考
慮
し
て
、そ
れ
を「
想
定
內
」に
組
み
込
も
う
と
し
た
も
の
が
、上
に
示
し
た「
記
」

に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
も
の
は
そ
も
そ
も
「
經
」
に
組
み
込
む
よ
う
な
性

格
の
も
の
で
は
な
い
し
、『
儀
禮
』
で
は
「
記
」
を
含
め
て
も
こ
れ
が
記
さ
れ
る

の
は
上
に
示
し
た
も
の
に
限
ら
れ
る
。
こ
れ
が
聘
禮
に
お
い
て
記
さ
れ
る
の
は
、

こ
の
重
要
な
外
交
儀
禮
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
不
測
の
事
態
へ
の
對
應
も
あ

ら
か
じ
め
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
同
樣
の
不
測
の

事
態
は
他
の
儀
禮
に
お
い
て
も
考
え
ら
れ
る
。
冐
頭
に
記
し
た
「
昏
禮
の
日
取
り

が
定
ま
っ
た
の
ち
に
父
母
が
亡
く
な
っ
た
場
合
」
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
場

合
に
つ
い
て
の
議
論
は
『
禮
記
』
曾
子
問
篇
（18-14b

～15a

）
に
殘
さ
れ
て
い

る
が
、
今
本
の
『
儀
禮
』
に
收
め
ら
れ
た
諸
篇
で
は
、
聘
禮
を
の
ぞ
い
て
、
こ
の

よ
う
な
不
測
の
事
態
へ
の
對
應
は
經
文
の
內
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
。

　

た
だ
、『
儀
禮
』
と
い
う
枠
を
離
れ
て
、
目
を
逸
禮
に
轉
ず
る
な
ら
ば
、
不
測

の
事
態
へ
の
對
應
を
記
し
た
も
の
と
し
て
、
奔
喪
禮
の
存
在
を
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
今
本
『
禮
記
』
の
奔
喪
第
三
十
四
で
あ
る
。『
鄭
目
錄
』
が
「
名
づ
け

て
奔
喪
と
曰
ふ
は
、
其
の
他
國
に
居
り
て
喪
を
聞
き
、
奔
り
歸
る
の
禮
な
る
を
以

を
少
し
ず
ら
し
て
「
死
者
と
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
の
關
係
」
に
よ
る
禮
の
儀
節
の
分
岐

と
考
え
る
と
、『
儀
禮
』
喪
服
が
、
實
は
喪
禮
の
巨
大
な
「
記
」
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
が
、
こ
こ
で
そ
の
內
部
に
立
ち
入
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

三
、
不
測
の
事
態
に
よ
る
も
の

　

さ
て
、
上
に
示
し
た
の
は
人
や
物
・
場
所
が
變
數
と
な
っ
て
禮
が
分
岐
す
る
例

で
あ
る
が
、
現
實
に
儀
禮
を
お
こ
な
う
に
際
し
て
は
、
そ
の
ス
ム
ー
ス
な
進
行
を

さ
ま
た
げ
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
想
定
外
」
の
事
態
に
出
く
わ
す
こ
と
が
あ
る
。
そ
の

代
表
的
な
も
の
が
禮
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
や
そ
の
親
族
の
突
然
の
死
で
あ
る
。
聘
禮

「
記
」
で
は
、
以
下
の
場
合
が
記
さ
れ
て
い
る
。

主
國
（
訪
問
先
の
國
）
の
喪
に
遭
っ
た
場
合
（23-11a

～12b

）

　

君
の
喪
の
場
合
（11a

～12a

）

　

夫
人
・
世
子
の
喪
の
場
合
（12a

）

聘
國
（
聘
使
の
本
國
）
の
君
の
喪
に
遭
っ
た
場
合
（23-13a

～14b

）

聘
使
が
私
喪
に
遭
っ
た
場
合
（23-14b

～15a

）

聘
使
（
隨
行
の
介
を
含
む
）
が
卒
し
た
場
合
（24-1a

～2b
）

　

賓
（
卿
）
が
卒
し
た
場
合
（1a

～2a/2b

）

上
介
（
大
夫
）
が
卒
し
た
場
合
（2a/2b

）

衆
介
（
士
）
が
卒
し
た
場
合
（2a/2b

）

こ
の
場
合
に
は
時
閒
（
タ
イ
ミ
ン
グ
）
が
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
、
主
國
の
喪
に

せ
よ
、
聘
國
の
君
の
喪
に
せ
よ
、
聘
使
（
賓
）
が
卒
し
た
場
合
に
せ
よ
、
聘
使
が

主
國
の
國
境
を
越
え
た
か
否
か
で
對
應
が
異
な
っ
て
く
る（
越
え
て
い
な
い
場
合
は
、

聘
問
を
取
り
や
め
る
）。
ま
た
、
聘
使
（
賓
）
が
卒
し
た
場
合
は
さ
ら
に
、
來
朝
の

あ
い
さ
つ
を
す
ま
せ
な
が
ら
、
そ
の
翌
日
の
聘
享
の
儀
を
行
う
歬
の
タ
イ
ミ
ン
グ

で
死
亡
し
た
場
合
が
補
記
さ
れ
て
い
る
（24-2b

）。
こ
の
不
測
の
事
態
が
ど
の
タ
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て
行
き
、
星
を
見
て
舍
る
。

を
利
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る）

11
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
奔
喪
篇
が
古
文
禮
の
殘
存

で
あ
る
こ
と
を
疑
う
積
極
的
な
理
由
は
な
い
か
ら）

11
（

、
そ
の
成
立
が
秦
火
よ
り
降
る

こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
以
上
で
論
じ
た
禮
學
の
展
開
は
お
お
む
ね
先
秦

に
屬
す
る
こ
と
に
な
る）

11
（

。

お
わ
り
に

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
『
儀
禮
』
に
お
け
る
禮
の
儀
節
の
分
岐
に
つ
い
て
槪
觀
し
て

き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
最
後
に
、
以
上
の
檢
討
を
通
じ
て
浮
か
び
上
が
る
禮
の
儀

節
の
分
岐
を
め
ぐ
る
初
朞
禮
學
の
流
れ
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　
『
儀
禮
』
の
古
層
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
士
冠
禮
「
經
」、
士
昏
禮
「
經
」
に
禮

の
儀
節
の
分
岐
が
ほ
と
ん
ど
見
え
て
い
な
い
こ
と
は
、
そ
の
作
者
が
禮
の
典
型
を

記
す
こ
と
に
集
中
し
て
お
り
、
儀
節
の
分
岐
に
ま
で
目
配
り
を
す
る
餘
裕
が
な
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
後
に
成
立
し
た
諸
「
經
」
で
は
、
次
第
に
儀
節
の
分

岐
が
書
き
込
ま
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
が
、
禮
の
典
型
を
記
す
と
い
う
點
に
變
化

は
な
く
、
當
該
の
禮
に
お
け
る
主
要
な
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
不
在
と
な
っ
て
禮
の
儀
節

を
大
き
く
變
え
て
し
ま
う
よ
う
な
場
合
は
、
最
後
ま
で
「
經
」
に
組
み
込
ま
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
各
「
經
」
が
成
立
し
た
後
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
經
」

が
內
部
に
組
み
込
む
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
禮
の
儀
節
の
分
岐
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

「
記
」
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、『
儀
禮
』
の
「
經
」「
記
」
に

お
い
て
補
記
さ
れ
る
の
は
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
附
加
・
不
在
・
變
更
を
中
心
と
し
た
、

人
・
物
・
所
・
時
を
變
數
と
す
る
禮
の
儀
節
の
分
岐
が
大
半
で
あ
っ
て
、
不
測
の

事
態
に
よ
っ
て
餘
儀
な
く
さ
れ
る
儀
節
の
分
岐
に
つ
い
て
は
聘
禮
「
記
」
に
例
外

的
に
記
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。『
儀
禮
』
の
「
經
」「
記
」
に
見
え
る
禮
の
儀
節
の

分
岐
は
こ
の
段
階
に
止
ま
っ
て
い
る
。

て
な
り
」（『
禮
記
』
疏56-1a3

引
）
と
槪
括
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
異
鄕
に
お
い

て
不
意
に
親
（
を
中
心
と
す
る
親
族
）
の
訃
報
に
接
し
た
場
合
の
禮
を
記
し
た
も
の

で
あ
る
。
古
文
禮
の
一
つ
が
『
禮
記
』
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が）

11
（

、
父

の
訃
報
の
場
合
を
核
と
し
て
、
死
者
と
の
關
係
（
母
の
場
合
、
齊
衰
以
下
の
場
合
）、

奔
喪
す
る
者
の
性
別
（
婦
人
が
奔
喪
す
る
場
合
）、
時
閒
（
殯
に
閒
に
合
わ
な
い
場
合
）

な
ど
を
變
數
と
し
た
禮
の
儀
節
の
分
岐
が
記
さ
れ
て
い
る
。
篇
全
體
の
作
り
は
、

『
儀
禮
』
の
士
相
見
禮
と
よ
く
似
て
い
て
、
以
上
の
變
數
に
よ
る
禮
の
儀
節
の
分

岐
や
、
奔
喪
で
き
な
か
っ
た
場
合
の
儀
節
な
ど
が
記
さ
れ
た
後
に
、
關
連
す
る
さ

ま
ざ
ま
な
細
則
が
補
記
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
今
本
『
儀
禮
』
の
士
相
見
禮
全
體
が
「
記
」

で
あ
る
の
と
同
樣
、
本
篇
も
ま
た
士
喪
禮
の
「
記
」
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
が
士
喪
禮（
既
夕
禮
）「
經
」、士
虞
禮「
經
」に
遲
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

そ
の
內
容
が
「
記
」
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
す
で
に
朙
ら
か
で
あ
る
が
、
同
篇
に
繰

り
﨤
さ
れ
る
「
盡
哀
（
哀
し
み
を
盡
く
す
）
1（
（

）」
と
い
う
表
現
に
も
、
そ
れ
を
う
か
が

う
こ
と
が
で
き
る
。『
儀
禮
』
に
お
い
て
「
哀
」
字
が
出
て
く
る
の
は
口
上
の
辭

に
お
い
て
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
除
け
ば
必
ず
あ
る
儀
節
の
遂
行
を
通
じ
て
哀

し
み
が
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
形
を
と
っ
て
い
て
、「
哀
し
み
を
盡
く
す
」
と
い
う

よ
う
な
安
直
な
表
現
は
一
切
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
一
方
、こ
れ
に
類
似
し
た「
盡

一
哀
」
の
表
現
は
曾
子
問
篇18-1b

に
見
え
て
い
て）
11
（

、『
儀
禮
』
の
「
經
」
よ
り

は
む
し
ろ
曾
子
問
篇
あ
た
り
と
の
近
緣
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。少
な
く
と
も
、『
儀
禮
』

の
「
經
」
の
作
者
が
引
き
續
い
て
奔
喪
篇
を
記
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　

た
だ
、
曾
子
問
篇
よ
り
は
古
い
も
の
の
よ
う
で
、
曾
子
問
篇19-19a
で
老
聃

か
ら
の
傳
聞
と
し
て
孔
子
に
、

星
を
見
て
行
く
者
は
、
唯
だ
罪
人
と
父
母
の
喪
に
奔
る
者
と
か
。

と
語
ら
せ
て
い
る
の
は
、
奔
喪
篇56-1b

の

日
に
行
く
こ
と
百
里
、
夜
を
以
て
行
か
ず
。
唯
だ
父
母
の
喪
の
み
、
星
を
見



『
儀
禮
』
に
お
け
る
禮
の
儀
節
の
分
岐
に
つ
い
て

一
三

下
文
參
照
）。

　
　
　

士
冠
禮
…
（
１
９
）
醮
用
酒
之
禮
か
ら

　
　
　

士
昏
禮
…
（
１
５
）
舅
姑
沒
婦
廟
見
及
饗
婦
・
饗
送
者
之
禮
か
ら

　
　
　

士
相
見
禮
…
（
１
）
士
與
士
相
見
之
禮
か
ら
（「
經
」
は
存
在
し
な
い
）

　
　
　

燕
禮
…
（
３
０
）
公
與
客
燕
か
ら

　
　
　

聘
禮
…
（
２
９
）
遭
所
聘
國
君
喪
及
夫
人
世
子
喪
か
ら

　
　
　

公
⻝
大
夫
禮
…
（
１
５
）
⻝
上
大
夫
禮
之
加
於
下
大
夫
者
か
ら

　
　
　

覲
禮
…
（
９
）
王
辭
命
稱
謂
之
殊
か
ら

　
　
　

少
牢
饋
⻝
禮
（
㊒
司
徹
）
…
（
２
８
）
不
儐
尸
者
尸
八
飯
後
事
か
ら

（
２
）　

十
三
經
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
阮
刻
本
の
卷
・
葉
・
行
數
を
卷
數
―
葉
數
（a

：

表
／b

：
裏
）
行
數
の
形
で
示
す
（
た
だ
し
、卷
數
・
行
數
は
省
略
し
た
部
分
が
あ
る
）。

（
３
）　

以
下
『
儀
禮
』
の
訓
讀
は
池
田
譯
㊟
に
よ
る
が
、川
原
壽
市
『
儀
禮
釋
攷
』（
以
下
、

「
川
原
『
釋
攷
』」
と
略
稱
）
も
參
照
し
た
。

（
４
）　

拙
稿
「『
儀
禮
』
の
「
記
」
を
め
ぐ
る
一
考
察
」（『
東
洋
古
典
學
硏
究
』
第
三
九
集
、

二
〇
一
五
年
）。
た
だ
し
、
本
稿
に
お
け
る
考
察
を
踏
ま
え
、
圖
は
一
部
修
正
し
て

あ
る
。
直
線
で
つ
な
が
れ
た
も
の
は
上
が
古
く
下
が
新
し
い
。
な
お
、
圖
に
は
示
し

て
い
な
い
が
、
士
喪
禮
（
既
夕
禮
）「
經
」
は
士
虞
禮
「
經
」
に
近
い
時
代
の
も
の
、

覲
禮
「
經
」
は
圖
の
最
下
層
の
あ
た
り
に
位
置
す
る
と
推
定
さ
れ
る
。

（
５
）　

大
射
「
經
」16-8a

の
對
應
文
で
は
「
幂
用
錫
若
絺
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
６
）　

下
文
で
言
及
す
る
も
の
を
除
け
ば
、
他
に
士
冠
禮
「
經
」2-3b

「
玄
端
玄
裳
、
黃

裳
・
雜
裳
可
也
」（
特
性
饋
⻝
禮
「
記
」46-10b

同
文
、
た
だ
し
尸
・
祝
・
佐
⻝
に

つ
い
て
言
う
）、
鄕
飮
酒
禮
「
經
」10-9a

「
薦
脯
醢
、
羞
唯
所
㊒
。
徵
唯
所
欲
、
以

吿
於
先
生
君
子
可
也
。
賓
介
不
與
。
鄕
樂
唯
欲
」、
鄕
射
禮
「
經
」13-7a

「
徵
唯
所

欲
、
以
吿
於
鄕
先
生
君
子
可
也
。
羞
唯
所
㊒
、
鄕
樂
唯
欲
」、
大
射
「
經
」17-12b

「
若
丹
若
墨
」、
公
⻝
大
夫
禮
「
經
」25-2b

「
鼏
若
束
若
編
」、
士
喪
禮
「
經
」35-

12b
「
決
用
正
王
棘
若
檡
棘
」、同36-1b

「
士
㊒
冰
、用
夷
槃
可
也
」、既
夕
禮
「
經
」

　
『
儀
禮
』
を
構
成
す
る
各
篇
が
成
立
し
た
後）
11
（

も
、
禮
の
儀
節
の
分
岐
に
つ
い
て

の
檢
討
は
續
け
ら
れ
、
そ
の
內
、
喪
禮
に
つ
い
て
言
え
ば
、
奔
喪
に
關
す
る
も
の

は
奔
喪
禮
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、（
本
論
で
は
檢
討
し
て
い
な
い
が
）
人
、
特
に
身
分

を
變
數
と
す
る
禮
の
儀
節
の
分
岐
は
喪
大
記
篇
を
中
心
と
す
る
兩
戴
記
の
諸
篇
、

不
測
の
事
態
に
よ
る
禮
の
儀
節
の
分
岐
は
曾
子
問
篇
を
中
心
と
す
る
兩
戴
記
の
諸

篇
に
殘
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
最
後
に
記
し
た
段
階
は
今
後
の
檢
討
事
項
で
あ
る
も
の
の
、『
儀
禮
』
と

の
關
係
で
次
の
點
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。『
儀
禮
』
の
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
の
禮

を
記
述
す
る
と
い
う
性
格
に
縛
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
禮
の
儀
節
の
分

岐
を
語
る
に
し
て
も
基
本
的
に
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
禮
の
內
部
で
閉
じ
て
し
ま
っ

て
い
る）

11
（

。
そ
れ
に
對
し
て
、
兩
戴
記
の
諸
篇
に
至
る
と
、
二
つ
の
禮
が
交
錯
す
る

形
の
變
禮
の
議
論
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
二
つ
の
禮
と
い
っ
て
も
片
方
は
基

本
的
に
喪
禮
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
喪
禮
と
冠
禮
が
重
な
っ
た
ら
ど
う
す
る
か
と

い
っ
た
形
の
議
論
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
形
の
議
論
は
必
然
的
に
各
禮
の

閒
の
關
係
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
儀
節
の
輕
重
に
つ
い
て
の
考
察
を
と
も
な
う
こ
と
に

な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
禮
に
對
す
る
認
識
が
深
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、こ
れ
を
記
す
だ
け
の
紙
幅
は
も
は
や
殘
さ
れ
て
い
な
い
。今
後
の
課
題
で
あ
る
。

　
㊟（

１
）　

後
に
示
す
よ
う
に
、「
經
」
の
部
分
で
も
禮
の
儀
節
の
分
岐
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

田
中
氏
が
別
の
形
で
示
す
定
義
「
そ
の
表
題
で
表
わ
さ
れ
た
儀
式
の
開
式
よ
り
閉
式

ま
で
の
部
分
」
を
「
經
」
の
定
義
と
す
る
方
が
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　

こ
の
定
義
に
從
っ
た
場
合
の
各
禮
の
「
記
」
の
開
始
部
分
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
今

本
の
記
と
一
致
し
な
い
も
の
を
池
田
末
利
氏
譯
㊟
の
『
儀
禮
』（
東
海
大
學
出
版
會
、

以
下
「
池
田
譯
㊟
」
と
略
稱
）
の
分
節
に
よ
っ
て
示
し
て
お
く
（
喪
服
に
つ
い
て
は
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38-14b

「
㊒
燕
樂
器
可
也
」、
同39-5a

「
書
賵
於
方
、
若
九
若
七
若
五
」、
鄕
射
禮

「
記
」13-17a

「
歌
騶
虞
若
采
蘋
」、
聘
禮
「
記
」24-14b

「
筮
一
尸
、
若
昭
若
穆
」、

公
⻝
大
夫
禮
「
記
」26-1b

「
魚
腸
胃
倫
膚
、（
上
大
夫
則
）
若
九
、
若
十
㊒
一
。
下

大
夫
則
若
七
、
若
九
」、
既
夕
禮
「
記
」40-8b

「
若
醴
若
酒
」、
同41-15a

「
弓
矢

之
新
、
…
亦
張
可
也
」、
士
虞
禮
「
記
」42-17b

「
鉶
芼
用
苦
若
薇
」（
特
性
饋
⻝
禮

「
記
」46-11b

同
文
）
が
指
摘
で
き
る
程
度
で
あ
る
。
こ
の
內
、
鄕
飮
酒
禮
、
鄕
射

禮
の
兩
「
經
」
の
例
は
儀
式
の
翌
日
の
慰
勞
會
に
お
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え

に
自
由
度
が
高
く
な
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
７
）　

賈
公
彥
の
疏4a7
に
よ
れ
ば
、
夏
に
「
綌
」、
冬
に
「
錫
」
を
用
い
る
。

（
８
）　

た
だ
し
、兩
者
の
選
擇
が
連
動
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
川
原『
釋
攷
』第
四
册
・

燕
禮
、
一
九
八
頁
、
㊟
１
５
２
參
照
。

（
９
）　
「
公
㊒
命
（
賓
用
膳
觶
）、
則
不
易
不
洗
。
…
若
膳
觶
也
、
則
降
更
觶
洗
、
升
實
散
」

（14-16b

～17b/17-4b

～5a

）。

（
10
）　
「
公
又
行
一
𣝣
、
若
賓
若
長
、
唯
公
所
酬
」（15-3a/17-6b

：
大
射
「
經
」
で
は

「
酬
」を「
賜
」に
作
る
）。
な
お
大
射「
經
」で
は
射
後
の
飮
酒
の
儀
に
お
い
て
も「
公

又
舉
奠
觶
、唯
公
所
賜
、若
賓
若
長
」（18-16a

）
と
、こ
こ
と
同
樣
の
記
述
が
あ
る
。

（
11
）　

大
射
「
經
」18-19b

に
「
若
命
曰
復
射
、
則
」
云
々
と
あ
る
の
も
同
樣
で
あ
る
。

（
12
）　

士
冠
禮
「
記
」3-4a/6a

で
「
若
殺
、
則
」
云
々
と
、
乾
肉
に
代
え
て
牲
を
殺
す

場
合
が
示
さ
れ
た
部
分
や
燕
禮
「
記
」15-21b

で
「
若
以
樂
納
賓
、
則
」
と
樂
が

用
い
ら
れ
る
場
合
を
記
し
た
部
分
も
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
儀
節
が
示
さ
れ
た
も
の

と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
士
冠
禮
「
記
」3-1a

の
醴
の
か
わ
り
に
酒
を
用
い
る
儀

節
に
つ
い
て
は
後
述
。

（
13
）　

士
喪
禮
「
經
」37-17b/21b

、
特
性
饋
⻝
禮
「
經
」44-4a

、
少
牢
饋
⻝
禮
「
經
」

47-4b/6a

に
も
占
っ
て
吉
で
な
か
っ
た
場
合
の
儀
節
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）　

他
、
鄕
射
禮
・
大
射
に
お
い
て
射
っ
た
矢
を
取
り
集
め
て
點
檢
し
て
矢
數
が
足

り
な
か
っ
た
場
合
の
指
示
を
示
し
た
も
の
や
（12-7b/17-17b

）、
矢
の
數
取
り
に

お
い
て
「
十
純
（
＝
二
十
算
）」
に
滿
た
な
い
「
餘
純
」
が
出
た
場
合
、「
一
純
」

に
滿
た
な
い
「
奇
」
が
出
た
場
合
の
算
（
數
取
棒
）
の
置
き
方
を
示
し
た
も
の

や
（12-15b/18-5a

）、
左
右
の
射
の
勝
敗
に
よ
っ
て
異
な
る
口
上
を
記
し
た
部
分

（12-16a/18-5a

）
な
ど
も
こ
れ
に
準
じ
よ
う
。

（
15
）　

他
に
、
鄕
飮
酒
禮
「
經
」9-10a

で
は
「
大
師
則
爲
之
洗
。
賓
介
降
。
主
人
辭
降
。

工
不
辭
洗
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
鄭
㊟10b1

「
大
夫
若
君
賜
之
樂
、
謂
之
大
師
」
の

解
釋
を
取
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
「
大
師
」
が
加
わ
っ
た
場
合
の
儀
節
の
分
岐
が

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
下
句
で
こ
れ
が
「
工
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ

う
に
「
大
師
」
も
ま
た
樂
工
の
一
人
で
あ
り
、
直
歬10a

に
「
衆
工
則
…
」
と
あ
っ

て
、こ
こ
の
「
大
師
則
…
」
と
對
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
か
ら
、「
工
四
人
」

（8a

）
の
內
の
長
で
、
歬
文9b

で
「
一
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
が
「
大
師
」
で
あ

る
可
能
性（
す
な
わ
ち「
大
師
」が
い
る
の
が
常
禮
で
あ
る
可
能
性
）も
考
え
ら
れ
る
。

な
お
鄕
射
禮
「
經
」
の
對
應
部
分
（11-14b

～
）
で
は
工
に
獻
ず
る
に
際
し
て
「
大

師
則
…
」
の
部
分
が
最
初
に
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
常
禮
で
あ
る
よ
う
な
記
述
の

形
に
な
っ
て
い
る
。

（
16
）　

川
原
『
釋
攷
』
第
三
册
・
鄕
飮
酒
禮
、
二
三
四
頁
、
㊟
２
４
１
參
照
。

（
17
）　

同
上
二
二
五
頁
、
㊟
２
２
６
に
從
っ
て
お
く
。

（
18
）　
「
遵
者
」「
諸
公
・
大
夫
」の
表
現
は
鄕
飮
酒
禮「
經
」で
は
こ
こ
で
初
め
て
出
現
す
る
。

（
19
）　

特
性
饋
⻝
禮
「
記
」46-16b

「
衆
賓
及
衆
兄
弟
內
賓
宗
婦
、
若
㊒
公
㊒
司
私
臣
、

皆
殽
脀
、
膚
一
離
肺
一
」
も
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
附
加
を
言
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も

ま
た
禮
の
儀
節
を
大
き
く
變
え
る
も
の
で
は
な
い
。

（
20
）　

歬
者
で
は
、
主
君
が
「
國
中
」（
＝
都
）、「
郊
」、「
竟
」
で
射
を
行
う
場
合
の
射

具
の
相
違
や
、
君
の
み
が
「
國
中
」
で
の
射
を
行
え
る
こ
と
が
附
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
を
除
け
ば
兩
者
は
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。

（
21
）　

公
⻝
大
夫
禮
は
聘
禮
に
附
隨
す
る
も
の
で
も
あ
る
が
、
歬
者
が
大
夫
（
下
大
夫
）

に
⻝
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
對
し
、
後
者
に
お
け
る
聘
使
は
卿
（
上
大
夫
）
で
あ
り
、



『
儀
禮
』
に
お
け
る
禮
の
儀
節
の
分
岐
に
つ
い
て

一
五

大
夫
を
聘
使
と
す
る
も
の
は
聘
禮
で
は
「
小
聘
」（24-2b

）
と
し
て
補
記
さ
れ
て
い

る
。
公
⻝
大
夫
禮
で
上
大
夫
に
⻝
す
る
場
合
が
「
記
」
で
補
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
し
て
も
（
下
文
參
照
）、
下
大
夫
に
對
す
る
禮
か
ら
上
大
夫
に
對
す
る
禮
、
公
⻝

大
夫
禮
「
經
」
か
ら
同
「
記
」
や
聘
禮
「
經
」
へ
の
展
開
が
知
ら
れ
る
。

（
22
）　

昏
禮
の
使
者
を
命
ず
る
も
の
に
つ
い
て
、
父
（
母
）
が
沒
し
て
い
る
場
合
を
記
し

た
「
記
」6-12b
「
宗
子
無
父
、
母
命
之
。
親
皆
沒
、
己
躬
命
之
。
支
子
則
稱
其
宗
、

弟
稱
其
兄
」
も
こ
こ
に
含
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。「
支
子
」
以
下
は
、
下
文
で
論
ず

る
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
變
更
の
例
に
當
た
る
。

（
23
）　

士
昏
禮
「
記
」
で
「
若
不
親
迎
、
則
」
云
々
（6-13b

）
と
新
郞
が
親
迎
で
き
な

か
っ
た
場
合
の
儀
節
が
記
さ
れ
て
い
る
の
も
、
親
迎
に
お
け
る
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
不
在

の
場
合
を
示
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う

（
24
）　

こ
の
よ
う
な
單
純
な
事
實
も
、
今
本
の
經
・
記
の
區
分
か
ら
は
決
し
て
導
か
れ
な

い
こ
と
に
㊟
意
さ
れ
た
い
。
田
中
氏
に
よ
る
「
經
」「
記
」
の
新
た
な
區
分
は
、『
儀
禮
』

の
分
析
に
お
い
て
決
定
的
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
な
お
こ
こ
で
の
括
弧
は
强
調
の

た
め
の
も
の
で
あ
り
、
引
用
文
で
は
な
い
。

（
25
）　

公
⻝
大
夫
禮
「
記
」26-1a

「
上
大
夫
八
豆
八
簋
六
鉶
九
俎
。
～
」、「
上
大
夫
蒲

筵
加
萑
席
、
其
純
皆
如
下
大
夫
純
」（26-7b

）、「
上
大
夫
庶
羞
、
酒
飮
漿
飮
。
庶
羞

可
也
」（26-7b

）。

（
26
）　

喪
禮
に
お
い
て
は
、
死
者
も
ま
た
そ
の
重
要
な
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
士
虞
禮
「
記
」43-2a

「
男
、
男
尸
。
女
、
女
尸
」
も
同
樣
の
例
で
あ
る
。

（
27
）　

或
い
は
こ
れ
は
父
と
い
う
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
不
在
の
場
合
に
分
類
し
た
方
が
よ
い
か

も
知
れ
な
い
。

（
28
）　

士
相
見
禮
「
記
」7-8b

に
も
他
邦
の
人
が
君
に
見
え
る
場
合
が
記
さ
れ
て
い
る
。

聘
禮
「
記
」24-13a

「
若
兄
弟
之
國
、
則
問
夫
人
」
も
こ
こ
に
準
ず
る
も
の
と
見
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
29
）　

大
射
「
經
」17-18b

で
は
「
若
㊒
士
與
大
夫
爲
耦
、
則
」
云
々
と
、
射
に
お
い

て
大
夫
同
士
が
耦
（
ペ
ア
）
と
な
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
大
夫
と
士
が
ペ
ア
と
な

る
場
合
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る（
同18-12b

「
若
士
與
大
夫
爲
耦
」云
々
も
同
じ
）。

た
だ
、
第
一
番
射
の
冐
頭
で
、
司
射
が
「
大
夫
與
大
夫
、
士
御
於
大
夫
」（17-12a

）

と
吿
げ
て
い
る
こ
と
よ
り
す
れ
ば
、
大
夫
と
士
の
ペ
ア
は
あ
ら
か
じ
め
想
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
禮
の
儀
節
が
分
岐
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

（
30
）　
『
校
勘
記
』
で
は
「
儐
」
に
作
る
べ
し
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
武
威
漢

『
儀

禮
』
㊒
司
（

六
一
）
が
「
賓
」
に
作
る
の
に
從
っ
て
お
く
。
武
威
漢

『
儀
禮
』

に
つ
い
て
は
、『
武
威
漢

』（
中
華
書
局
、二
〇
〇
五
年
）
及
び
張
煥
君
・
刁
小
龍
『
武

威
漢

『
儀
禮
』
整
理
與
硏
究
』（
武
漢
大
學
出
版
社
、二
〇
〇
九
年
）
を
參
照
し
た
。

（
31
）　

こ
れ
に
類
似
し
た
例
と
し
て
、士
喪
禮
（
既
夕
禮
）41-9a

で
「
其
二
廟
、則
」
云
々

と
禰
、
祖
の
二
廟
に
朝
す
る
場
合
を
記
し
た
長
文
の
「
記
」
を
指
摘
で
き
る
。
鄭
㊟

9a5

が
言
う
よ
う
に
こ
れ
が
「
上
士
」
に
つ
い
て
言
う
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
プ
レ

イ
ヤ
ー
の
身
分
の
違
い
に
よ
る
儀
節
の
分
岐
を
記
し
た
も
の
と
な
る
が
、
鄭
說
の
妥

當
性
に
つ
い
て
は
檢
討
を
要
す
る
。

（
32
）　

鄭
說
を
支
持
す
る
意
見
に
つ
い
て
は
、
池
田
譯
㊟
Ⅴ
、
四
五
五
頁
、
㊟
２
參
照
。

（
33
）　

こ
の
卷
葉
數
は
『
通
志
堂
經
解
』（
康
煕
十
九
年
刻
本
）
所
收
本
に
よ
る
。

（
34
）　

敖
說
は
、
實
體
的
な
禮
の
制
定
の
時
代
的
歬
後
と
解
す
る
が
、
論
者
は
文
獻
の
成

立
の
歬
後
と
し
て
解
す
る
。
な
お
、
實
際
に
行
わ
れ
て
い
た
禮
と
『
儀
禮
』
に
記
さ

れ
た
禮
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
歬
揭
拙
稿
參
照
。

（
35
）　

川
原
『
釋
攷
』
第
二
册
・
士
冠
禮
、
一
七
四
頁
、
㊟
１
３
３
に
よ
る
。
拙
稿
「
玄

酒
小
考
」（『
東
洋
古
典
學
硏
究
』
第
四
三
集
、
二
〇
一
七
年
）
參
照
。

（
36
）　

同
「
記
」13-12b

の
「
序
則
物
當
棟
、
堂
則
物
當
楣
」
も
同
樣
の
例
で
あ
る
。

（
37
）　

士
喪
禮
「
經
」35-9a

の
「
爲
銘
、各
以
其
物
。
亡
則
」
云
々
も
同
樣
の
例
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
「
物
」
の
㊒
無
が
身
分
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
プ
レ

イ
ヤ
ー
の
身
分
に
よ
る
分
岐
と
な
る
。

（
38
）　

季
節
に
よ
る
禮
の
分
岐
に
つ
い
て
は
上
に
示
し
た
。
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（
39
）　

漢
代
で
は
『
禮
記
』
と
別
行
し
た
奔
喪
禮
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
、
鄭
玄
が
そ

れ
を
「
逸
奔
喪
禮
」
と
し
て
引
い
て
い
る
（56-6b4/11a4/12b7/13a1

ま
た
正

義56-1a6

～1a8

の
議
論
を
參
照
）。
な
お
、『
白
虎
通
』
喪
服
篇
で
は
「
禮
奔
喪

記
曰
」
と
し
て
、
奔
喪
篇
を
二
か
所
で
引
い
て
い
る
が
、
今
文
說
で
固
め
た
と
さ
れ

る
『
白
虎
通
』
に
こ
の
古
文
禮
が
見
え
て
い
る
の
は
、
こ
れ
を
『
禮
記
』（
今
本
の

小
大
戴
記
と
同
じ
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
）
か
ら
引
い
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
同
書
𣝣
篇
に
「
禮
中
庸
記
曰
」、
姓
名
篇
に
「
內
則
記
曰
」、
喪
服
篇
、
崩
薨
篇

に
「
檀
弓
記
曰
」
の
例
（
同
樣
の
例
は
他
に
も
あ
る
）
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「（
禮
）

〇
〇
記
曰
」は『
禮
記
』か
ら
の
引
用
に
お
い
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。

（
40
）　

孫
希
旦
『
禮
記
集
解
』
は
「
則
成
服
而
徃
」（56-10a

）
を
境
に
し
て
「
上
爲
正
經
、

此
下
乃
其
記
也
」
と
す
る
。
こ
こ
で
「
さ
ま
ざ
ま
な
細
則
」
と
言
う
の
は
、
孫
氏
の

言
う
記
の
部
分
に
當
た
る
。

（
41
）　56-1b

三
か
所/2a/4a/5a/5b/6a
三
か
所/7b

二
か
所/8a

二
か
所/9a/9b

の
計
十
六
か
所
に
見
え
て
い
る
。

（
42
）　

こ
の
表
現
は
經
典
類
で
は
こ
の
一
か
所
に
し
か
見
え
な
い
。「
盡
哀
」
の
語
も
經

典
類
で
は
、
他
に
『
禮
記
』
問
喪
篇56-15a

に
一
か
所
見
え
る
に
過
ぎ
な
い
。

（
43
）　

こ
の「
日
行
百
里
」と
同
じ
內
容
が『
荀
子
』大
略
篇
に「
故
吉
行
五
十
、犇
喪
百
里
」

と
見
え
て
い
る
が
、
大
略
篇
の
語
は
『
曾
子
』
の
「
師
行
三
十
里
、
吉
行
五
十
里
、

奔
喪
百
里
」（『
白
虎
通
』喪
服
篇
に
引
か
れ
る
佚
文
）に
基
づ
く
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

（
44
）　
『
武
內
義
雄
全
集
』
第
三
卷
（
角
川
書
店
、
一
九
七
九
年
）「
禮
記
の
硏
究
」
二
二

〇
／
二
三
三
頁
參
照
。

（
45
）　

曾
子
問
篇
は
除
い
て
お
く
。
た
だ
し
曾
子
問
篇
の
一
部
が
『
韓
詩
外
傳
』
に
引
用

さ
れ
て
い
る
か
ら
（
拙
稿
「『
禮
記
』
の
冠
義
以
下
六
篇
に
つ
い
て
」、『
東
洋
古
典

學
硏
究
』
第
四
一
集
、
二
〇
一
六
年
、
參
照
）、
こ
の
篇
も
相
應
に
古
い
も
の
と
思

わ
れ
る
。

（
46
）　

同
じ
作
者
の
手
に
な
る
篇
も
あ
ろ
う
が
、
基
本
的
に
『
儀
禮
』
の
各
篇
は
別
個
に

成
立
し
た
も
の
と
考
え
る
。
な
お
、『
儀
禮
』
各
篇
で
成
立
の
最
も
遲
れ
る
の
は
少

牢
饋
⻝
禮
（
㊒
司
徹
）
あ
た
り
の
よ
う
で
、
同
禮
で
は
「
若
是
以
辯
（
是
く
の
若
く

し
て
以
て
辯あ
ま
ねく

す
）」の
表
現
が
何
回
か
出
現
し
て
い
る
が（48-15b/50-2b/3b/5a

二
か
所
）、
こ
の
「
若
是
（
か
く
の
ご
と
し
）」
の
表
現
は
『
儀
禮
』
の
中
で
は
特
異

で
、
特
性
饋
⻝
禮
以
下
を
除
け
ば
、
士
相
見
禮7-10a

で
視
線
の
置
き
方
を
說
く
部

分
に
「
凢
與
大
人
言
、
始
視
面
、
中
視
抱
、
卒
視
面
毋
改
。
衆
皆
若
是
」
と
一
見
す

る
に
過
ぎ
な
い
。
特
性
饋
⻝
禮
以
歬
の
部
分
で
は
基
本
的
に
「
若
」（
も
し
）「
如
」

（
ご
と
し
）
の
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
て
、「
若
」
が
「
ご
と
し
」
の
意
味
で
つ
か

わ
れ
る
の
は
口
上
に
限
ら
れ
て
い
る
（
士
昏
禮6-6a

「
父
西
面
戒
之
、
必
㊒
正
焉
、

若
衣
若
笄
」、鄕
射
禮12-24a

「
命
大
師
曰
、奏
騶
虞
、閒
若
一
」、大
射18-14a

「
樂

正
命
大
師
曰
、
奏
貍
首
、
閒
若
一
」）。
こ
の
使
い
分
け
が
崩
れ
て
い
る
こ
と
は
、
兩

饋
⻝
禮
の
後
出
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
47
）　

聘
禮
「
記
」
で
關
係
者
の
突
然
の
死
へ
の
對
應
を
記
し
た
部
分
を
除
く
。

（
附
記
）
本
硏
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
硏
費
１
７
Ｋ
０
２
２
０
６
に
よ
る
成
果
の
一
部

で
あ
る
。




