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蟹
養
斎
に
お
け
る
儒
礼
論
─
『
家
礼
』
の
喪
祭
儀
礼
を
め
ぐ
っ
て

─

松 

川
　
雅 

信

は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
蟹
養
斎
（
一
七
〇
五
─
七
八
）
と
い
う
、
闇
斎
学
派

に
属
す
る
十
八
世
紀
を
生
き
た
近
世
日
本
儒
家
に
焦
点
を
あ
て
る
こ

と
で
、
近
世
日
本
思
想
に
お
け
る
儒
教
儀
礼
、
と
り
わ
け
『
家
礼
』

の
受
容
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
一
考
を
加
え
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
か
く
す
る
こ
と
で
、
養
斎
が
『
家
礼
』
に
範
を
と
っ
た
い
か
な

る
儒
礼
論
を
提
唱
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指

す
。
い
う
ま
で
も
な
く
『
家
礼
』
と
は
、
朱
熹
（
一
一
三
〇
─
一
二
〇

〇
）
の
手
に
な
る
儒
教
的
「
冠
昏
喪
祭
」
諸
礼
に
関
し
た
手
引
書
で

あ
り
、
本
書
は
朱
子
学
の
歴
史
的
展
開
と
相
俟
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
社

会
に
対
し
て
広
汎
に
わ
た
る
影
響
を
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
て
い
る）

1
（

。

　

近
世
日
本
の
場
合
に
は
従
来
、
さ
し
た
る
論
証
を
経
る
こ
と
も
な

く
、
た
と
え
ば
「
概
し
て
自
ら
の
葬
祭
の
礼
な
き
儒
学
が
、
日
本
の

儒
学
で
あ
っ
た）

2
（

」
と
い
わ
れ
る
こ
と
で
、『
家
礼
』
の
ご
と
き
儒
礼

は
殆
ど
受
容
さ
れ
得
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
。
が
、

し
か
る
に
昨
今
の
研
究
成
果
に
よ
っ
て
数
多
の
儒
家
が
『
家
礼
』
に

つ
い
て
の
言
述
を
な
し
、
な
か
に
は
こ
れ
を
現
実
に
実
践
す
る
者
も

少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
こ
と
が
闡
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
と
く
に
思
想
史

分
野
で
い
え
ば
、
近
年
の
吾
妻
重
二
・
田
世
民
ら
に
よ
る
一
連
の
成

果
が
、
こ
の
領
野
で
の
研
究
を
飛
躍
的
に
進
展
さ
せ
て
き
た）

3
（

。
現
段

階
に
お
い
て
の
課
題
が
さ
し
ず
め
、
両
氏
の
研
究
を
承
け
つ
つ
も
よ

り
一
層
の
事
例
研
究
を
蓄
積
さ
せ
て
ゆ
く
点
に
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
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145　蟹養斎における儒礼論

つ
ま
い
。
本
稿
が
養
斎
と
い
う
儒
家
に
お
け
る
儒
礼
論
を
と
り
あ
げ

る
こ
と
の
意
味
は
、
ま
ず
も
っ
て
こ
の
点
に
帰
着
す
る）

4
（

。

　

加
え
て
本
稿
で
は
、
養
斎
個
人
の
著
し
た
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
分

析
を
主
眼
に
据
え
つ
つ
も
、
か
く
な
る
テ
ク
ス
ト
に
載
る
養
斎
の
言

述
が
い
か
な
る
歴
史
的
・
社
会
的
状
況
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
養
斎
の
な
す
儒
礼
論
を
当
該
期
的
な

文
脈
の
も
と
に
布
置
し
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
捉
え
る
こ
と
を
目

論
ん
で
い
る
。
も
と
よ
り
、『
家
礼
』
そ
れ
自
体
に
実
践
と
い
う
あ

る
種
の
社
会
性
が
予
め
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
そ
の

受
容
お
よ
び
解
釈
を
め
ぐ
る
問
題
の
検
討
に
は
、
個
々
の
儒
家
・
儒

学
派
の
思
想
的
立
場
や
そ
の
特
徴
一
般
と
併
せ
て
、
さ
ら
に
歴
史
的

に
形
成
さ
れ
て
き
た
当
該
社
会
の
状
況
が
つ
ぶ
さ
に
踏
ま
え
ら
れ
て

し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
具
体
的
に
、
養
斎
の
執
筆
活
動

が
集
中
す
る
十
八
世
紀
中
期
と
い
う
時
期
に
お
け
る
近
世
日
本
社
会

を
念
頭
に
お
く
が
、
そ
の
ゆ
え
ん
は
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
養
斎

の
個
人
史
と
い
う
こ
と
と
は
別
の
い
く
つ
か
の
意
義
を
有
す
る
と
考

え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

一
つ
は
、
当
該
期
に
お
け
る
仏
教
の
動
向
、
就
中
い
わ
ゆ
る
仏
教

的
な
喪
祭
儀
礼
と
い
う
問
題
に
関
わ
っ
て
で
あ
る
。
改
め
て
述
べ
る

ま
で
も
な
く
、
近
世
日
本
に
は
寺
檀
制
を
素
地
と
す
る
葬
送
や
祖
先

祭
祀
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
の
存
在
は
「
不
作
仏
事
」（『
家
礼
』
巻

三
、
四
丁
ウ
）
を
掲
げ
る
『
家
礼
』
を
遵
守
し
よ
う
と
す
る
儒
家
に

と
っ
て
は
大
き
な
障
碍
と
な
っ
て
い
た
。
勿
論
、『
家
礼
』
を
遵
守

せ
ん
と
す
る
儒
家
は
様
々
な
思
索
に
よ
っ
て
、
か
く
な
る
障
碍
へ
の

対
抗
あ
る
い
は
克
服
を
試
み
る
わ
け
で
あ
る
が
、
本
稿
が
注
視
し
た

い
の
は
こ
こ
で
の
仏
教
的
な
喪
祭
儀
礼
と
い
う
障
碍
に
お
け
る
程

度
の
問
題
で
あ
る
。
近
世
仏
教
に
関
わ
る
研
究
の
な
か
で
指
摘
さ
れ

て
き
た
よ
う
に
、
寺
檀
制
と
い
う
幕
藩
制
支
配
に
と
っ
て
の
支
柱
は
、

江
戸
幕
府
の
成
立
と
軌
を
一
に
し
て
倉
卒
の
う
ち
に
形
成
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
。
お
よ
そ
十
七
世
紀
ま
で
の
間
に
か
け
て
成
立
し
て
き

た
民
間
寺
院
が
、
漸
次
的
に
寺
檀
関
係
を
結
ぶ
と
い
う
前
史
が
ま
ず

あ
り
、
か
よ
う
な
事
態
が
寛
文
年
間
頃
に
制
度
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
は
じ
め
て
寺
檀
制
と
称
さ
る
べ
き
体
系
が
形
作
ら
れ
た
の
で

あ
る
が
、
重
要
な
の
は
こ
れ
に
基
盤
を
お
く
位
牌
・
仏
壇
等
を
用
い

た
葬
送
・
祖
先
祭
祀
が
一
円
に
浸
透
し
て
ゆ
く
時
期
が
、
お
お
む
ね

十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
の
頃
で
あ
っ
た
と
い
う
点

で
あ
る）

5
（

。
す
な
わ
ち
、
本
稿
が
主
眼
を
据
え
る
十
八
世
紀
中
期
と
い

う
時
期
は
、
既
に
仏
教
的
な
喪
祭
儀
礼
が
相
当
程
度
に
確
立
し
て
し

ま
っ
た
事
後
に
該
当
し
、
か
か
る
事
態
は
儒
家
に
と
っ
て
の
障
碍
の

克
服
の
様
相
を
、
そ
れ
以
前
と
は
大
き
く
異
に
す
る
で
あ
ろ
う
と
推

察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

い
ま
一
つ
は
、
十
八
世
紀
中
期
と
い
う
時
期
に
お
け
る
儒
教
的
な

知
の
様
相
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
。
宇
野
田
尚
哉
の
指
摘
に
藉
口
す
れ

ば
、
当
該
期
は
「
儒
家
的
知
の
担
い
手
の
一
般
化
＝
儒
家
的
知
の
諸
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階
層
へ
の
浸
透）

（
（

」
が
見
ら
れ
は
じ
め
る
時
期
に
相
当
し
、
儒
教
的
な

知
の
担
い
手
お
よ
び
そ
の
受
皿
が
様
々
な
形
で
徐
々
に
拡
大
さ
れ
た

頃
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
無
論
、
か
よ
う
な
現
象
は
幕
藩
制
の
動
揺

に
遠
因
し
た
「
寛
政
異
学
の
禁
」
の
ご
と
き
、
体
制
規
模
で
の
儒
教

的
「
教
化
」
志
向）

7
（

と
は
や
や
趣
を
異
に
す
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も

十
七
世
紀
に
お
け
る
よ
う
な
一
部
の
特
権
的
知
識
人
に
の
み
儒
教
的

な
知
が
享
受
さ
れ
る
あ
り
よ
う
と
は
、
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。
後
述
す
る
よ
う
な
養
斎
の
さ
し
ず
め
武
士
を
対
象

と
し
た
教
学
に
対
す
る
関
心
や
、
あ
る
い
は
通
俗
的
な
論
法
を
も
っ

て
す
る
彼
の
喪
祭
儀
礼
実
践
の
方
向
づ
け
と
い
っ
た
問
題
も
、
こ
う

し
た
儒
教
的
な
知
の
担
い
手
・
受
容
者
の
裾
野
の
拡
大
、
と
い
う
文

脈
の
な
か
で
捉
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
点
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
以
下
、
養
斎
に
お
け
る
儒
礼
論

に
つ
い
て
検
討
し
て
ゆ
く
。
な
お
養
斎
に
先
行
す
る
闇
斎
学
派
に
お

い
て
は
周
知
の
通
り
、
浅
見
絅
斎
（
一
六
五
二
─
一
七
一
一
）・
三
宅
尚

斎
（
一
六
六
二
─
一
七
四
一
）・
若
林
強
斎
（
一
六
七
九
─
一
七
三
二
）
ら

に
よ
る
儒
礼
に
関
し
た
著
作
・
講
義
録
が
散
見
さ
れ
る
が
、
如
上
の

点
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
単
純
な
学
派
性
に
還
元
さ
れ
得
な
い
養
斎

の
儒
礼
論
の
位
置
も
見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。

一
、
養
斎
の
教
学
と
『
居
家
大
事
記
』

　

最
初
に
養
斎
と
い
う
儒
家
の
事
歴
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き

た
い
。
養
斎
は
名
を
維
安
、
字
を
子
定
、
東
溟
・
静
庵
と
も
号
し
た
。

長
じ
て
三
宅
尚
斎
に
師
事
し
、
享
保
末
年
頃
尾
張
に
帰
郷
。
そ
こ
で

私
塾
勧
善
堂
を
開
設
す
る
に
至
る
が
、
そ
の
後
寛
延
元
（
一
七
四
八
）

年
、
藩
許
を
得
て
巾
下
学
問
所
の
堂
主
に
就
任
。
し
か
し
ゆ
え
あ
っ

て
宝
暦
年
間
に
は
尾
張
を
去
り
、
そ
の
後
は
諸
国
を
周
遊
し
た）

8
（

。
か

よ
う
に
養
斎
の
事
歴
を
一
瞥
し
て
み
て
う
か
が
え
る
の
は
、
私
塾
を

母
体
と
し
な
が
ら
も
、
巾
下
学
問
所
と
い
う
尾
張
藩
の
も
と
に
成
立

し
た
学
問
所
で
の
教
学
活
動
に
従
事
し
て
い
た
点
で
あ
り
、
こ
の
尾

張
時
代
を
前
後
と
し
て
養
斎
は
多
く
の
著
作
を
残
し
て
い
る
。

　

な
か
で
も
こ
の
尾
張
時
代
に
書
か
れ
た
『
居
家
大
事
記
』（
以
下
、

『
大
事
記
』
と
略
称
）
と
い
う
著
作
は
、『
家
礼
』
に
範
を
と
っ
た
喪
祭

儀
礼
書
と
し
て
注
目
さ
れ
る
が
、
本
書
が
那
辺
に
意
図
を
も
っ
て
著

さ
れ
た
の
か
、
そ
の
点
に
つ
い
て
ま
ず
確
認
し
て
お
こ
う）

（
（

。
巾
下
学

問
所
に
お
け
る
教
学
規
定
と
し
て
著
さ
れ
、
か
つ
藩
主
に
も
献
上
さ

れ
た
『
諸
生
規
矩
』『
諸
生
階
級
』
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
以
下
の
ご
と

き
記
載
が
見
ら
れ
る
。

先
祖
の
祭
、
近
親
の
喪
は
、
甚
大
切
の
事
に
候
。
然
る
に
其

し
か
た
礼
に
そ
む
き
て
は
、
折
角
心
を
尽
し
て
も
せ
ん
な
く
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147　蟹養斎における儒礼論

候
。
世
上
の
し
か
た
甚
誤
り
、
殊
更
気
の
毒
な
る
品
有
之
候
間
、

品
々
御
吟
味
有
べ
き
事
に
候
。
居
家
大
事
記
に
書
記
し
置
候
間
、

早
速
御
写
取
成
べ
き
程
は
、
御
用
可
有
候
。（『
諸
生
規
矩
』
一
六

一
頁
）

先
祖
を
ま
つ
り
、
近
親
の
喪
を
つ
と
め
る
は
、
甚
だ
大
切
の
事

な
れ
ば
、
殊
更
心
を
付
べ
し
。
世
俗
の
し
か
た
、
は
な
は
だ
あ

や
ま
り
て
、
そ
れ
を
く
る
し
か
ら
ぬ
事
と
心
得
た
る
品
お
ヽ
し
。

第
一
お
や
親
類
を
、
火
葬
に
す
る
事
は
、
い
の
ち
に
か
け
て
も

さ
せ
ま
じ
き
事
、
其
外
も
、
し
か
た
よ
ろ
し
か
ら
で
は
、
心
に

如
在
な
く
て
も
、
や
く
に
た
ゝ
ず
。
祭
と
喪
の
し
か
た
、
居
家

大
事
記
に
く
は
し
。（『
諸
生
階
級
』
一
七
〇
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
養
斎
は
、
門
弟
（
そ
の
大
半
は
尾
張
の
上
級
武
士
で
あ
っ

た
）
10
（

）
に
正
し
く
喪
祭
儀
礼
を
と
り
行
う
こ
と
を
要
求
し
て
お
り
、
そ

の
た
め
の
手
引
書
と
し
て
『
大
事
記
』
を
著
し
、
か
つ
本
書
を
筆
写

す
る
よ
う
求
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
に
ゆ
え
か
よ
う
な
手
引

書
が
必
要
な
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
火
葬
と
い
っ
た

「
世
俗
の
し
か
た
」
に
大
き
な
誤
謬
が
孕
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
養
斎
は
、
門
弟
が
世
の
習
俗
に
流
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
正
し
い
喪
祭
儀
礼
を
実
践
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
本

書
を
著
述
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
養
斎
が
堂
主
を
勤
め
た
巾
下
学
問
所
に
お
け
る
教
学

の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
先
学
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
て
き

た
。
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
は
、
養
斎
の
教
学
に
お
け
る
顕
著

な
特
徴
と
し
て
、「
二
学
四
座
」
と
い
う
門
弟
の
学
問
レ
ベ
ル
に
応

じ
た
四
段
階
の
階
梯
設
定
が
な
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る）

11
（

。
か
く
な
る

詳
細
に
つ
い
て
は
先
学
の
成
果
に
譲
る
こ
と
と
す
る
が
、
本
稿
と
の

関
わ
り
で
目
を
引
く
の
は
、「
新
学
」（「
上
座
」
と
「
次
座
」）
と
呼
ば

れ
る
初
級
門
弟
に
対
し
て
、『
家
礼
』
へ
の
専
心
が
求
め
ら
れ
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
巾
下
学
問
所
で
の
諸
規
定
・
記
録
と

し
て
後
に
編
纂
さ
れ
た
『
寛
延
記
草
』
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
「
新

学
上
座
」「
新
学
次
座
」
が
そ
れ
ぞ
れ
「
家
礼
講
」（
講
釈
へ
の
参
加
）、

「
家
礼
会
読
」
に
励
む
べ
き
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

向
後
新
学
勤
怠
吟
味
如
左

新
学
〔
新
学
次
座
─
引
用
者
〕
は
素
読
・
復
読
・
小
学
講
・
家
礼

講
・
容
儀

右
五
席
怠
少
き
を
立
候
。
但
聴
講
取
懸
り
無
之
内
は
素
読
・

復
読
・
容
儀
之
怠
少
き
も
上
に
立
候

新
学
上
座
は
小
学
会
読
・
家
礼
会
読
・
近
思
録
以
上
之
講
釈

史
集

共
右
之
諸
席
に
出
怠
少
き
を
上
と
立
、
此
席
不
出
之
輩
は
素

読
・
復
読
・
小
学
家
礼
之
講
釈
等
出
席
怠
少
く
候
共
、
上
に

不
立

但
、
諸
会
不
残
出
席
不
残
怠
少
き
方
は
極
々
上
々
之
勤
に
相

立
候
（『
寛
延
記
草
』
二
七
〇
頁
）
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加
え
て
、
同
じ
く
養
斎
が
巾
下
学
問
所
の
門
弟
に
向
け
読
書
の
方

法
論
と
し
て
著
し
た
『
読
書
路
径
』
に
は
、『
家
礼
』
を
以
下
の
よ

う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
四
つ
〔
冠
昏
喪
祭
〕
人
間
家
内
の
大
切
な
所
、
こ
ゝ
を
う

か
〳
〵
と
、
な
り
あ
ひ
に
、
世
間
む
き
の
並
に
し
て
居
て
は
、

何
の
や
く
に
た
ゝ
ぬ
学
問
に
て
、
扨
こ
の
所
大
き
に
彼
此
心
得

ね
ば
な
ら
ぬ
筋
あ
る
、
う
か
と
し
て
は
な
ら
ぬ
事
ぞ
。
然
れ
共

こ
れ
ら
の
作
法
、
今
日
で
は
段
々
時
代
も
ち
が
ひ
、
国
も
ち
が

ふ
て
を
り
、
又
我
身
勝
手
に
、
段
々
あ
る
事
な
れ
ば
、
そ
つ
く

り
と
こ
の
通
に
は
な
ら
ぬ
事
も
あ
れ
共
、
此
書
〔『
家
礼
』〕
を

吟
味
し
て
を
け
ば
、
此
中
か
ら
一
分
相
応
の
取
廻
し
が
出
て
く

る
ぞ
。
そ
れ
で
こ
の
書
を
読
に
は
、
文
義
を
能
す
ま
す
は
も
と

よ
り
の
事
、
必
竟
聖
賢
の
礼
を
、
立
た
ま
へ
る
本
意
を
よ
く
弁

へ
、
扨
そ
の
本
意
を
用
て
、
我
家
内
を
処
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
、

か
う
心
得
て
よ
む
が
よ
し
、
是
が
即
ち
礼
ぞ
。（『
読
書
路
径
』
一

九
一
頁
）

す
な
わ
ち
養
斎
は
、『
家
礼
』
に
つ
い
て
は
「
時
代
」「
国
」
の
相
違

を
伴
う
と
は
雖
も
、「
文
義
」
で
の
理
解
に
止
ま
ら
ず
現
実
的
な
実

践
を
念
頭
に
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
門
弟
に
説
い
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
養
斎
の
教
学
に
お
い
て

は
『
家
礼
』
に
範
を
と
っ
た
儒
礼
を
（
初
学
者
を
含
む
）
門
弟
が
実
践

す
る
こ
と
が
志
向
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
際
し
て
門
弟
が
当
今
の
習

俗
に
流
さ
れ
ず
、
正
し
い
喪
祭
儀
礼
を
と
り
行
う
こ
と
を
可
能
な
ら

し
め
る
た
め
に
、『
大
事
記
』
が
著
さ
れ
た
と
看
取
さ
れ
よ
う
。
そ

れ
で
は
『
大
事
記
』
と
は
、
具
体
的
に
い
か
な
る
内
容
を
伴
っ
た
著

作
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
書
の
序
文
に
は
「
人
の
家
の
大
事
ハ
、
喪
と
祭
と
の
ふ
た
つ
な

り
。〔
中
略
〕
学
問
す
る
人
は
勿
論
の
事
、
た
と
ひ
学
問
せ
ぬ
人
と
て

も
、
ま
づ
こ
れ
を
つ
ね
に
こ
ゝ
ろ
が
け
、
第
一
麁
末
に
す
べ
か
ら

ず
」（『
大
事
記
』
一
丁
オ
）
と
、
喪
祭
二
礼
の
重
要
性
が
冒
頭
に
述
べ

ら
れ
、
続
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

を
よ
そ
礼
を
つ
と
め
る
ハ
、
聖
人
の
法
を
本
と
し
、
其
国
・
其

時
の
よ
ろ
し
き
と
考
へ
、
天
地
の
御
心
に
そ
む
か
ぬ
が
聖
人
の

本
意
に
て
、
朱
子
家
礼
に
の
べ
ら
る
を
も
む
き
、
則
我
神
国
神

明
の
道
な
り
。
此
書
ハ
す
な
ハ
ち
、
我
子
孫
の
た
め
に
儀
礼
・

家
礼
を
本
と
し
て
、
絅
斎
先
生
の
喪
祭
小
記
と
我
師
の
教
を
代

用
ひ
、
我
家
な
少
と
ぞ
神
明
の
道
に
そ
む
か
ぬ
や
う
に
と
、
ふ

と
こ
ゝ
ろ
ざ
し
を
の
ぶ
る
事
も
の
な
り
。
こ
れ
士
民
の
家
を
主

と
す
。
諸
侯
・
大
夫
の
家
も
、
其
大
す
じ
に
か
わ
り
あ
ら
じ
。

只
其
の
禄
の
を
も
き
と
格
の
た
か
き
に
よ
り
、
そ
れ
〳
〵
に
ま

し
つ
と
む
る
事
ハ
、
道
し
れ
る
人
に
た
づ
ね
て
、
こ
れ
を
勤
給

ふ
べ
し
。
世
の
神
道
者
流
ハ
、
神
道
の
喪
祭
、
我
家
に
つ
た
ハ

り
、
こ
れ
神
明
の
教
な
り
と
ハ
か
た
れ
ど
も
、
そ
の
つ
た
へ
を

ミ
る
に
お
い
て
は
、
天
子
の
御
礼
式
を
の
べ
た
る
書
に
て
下
た
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149　蟹養斎における儒礼論

る
も
の
ゝ
、
用
ゆ
べ
き
法
に
あ
ら
ず
。（
同
前
、
一
丁
ウ
─
二
丁

オ
）

　

す
な
わ
ち
大
要
と
し
て
は
、『
家
礼
』（
あ
る
い
は
そ
の
も
と
と
な
っ

た
『
儀
礼
』）
に
則
っ
た
「
士
民
の
家
」
の
た
め
の
儀
礼
の
あ
り
よ
う

を
示
し
て
ゆ
く
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
こ
こ

で
「
聖
人
の
法
」
は
「
我
神
国
神
明
の
道
」
に
合
致
す
る
と
さ
れ
て

い
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
こ
で
の
「
我
神
国
神
明
」
と
い
っ
た
言
辞
は
、

後
述
す
る
「
天
道
」
と
い
っ
た
タ
ー
ム
に
近
し
い
も
の
と
見
え
、
い

わ
ゆ
る
神
道
的
要
素
を
孕
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し

ろ
養
斎
は
こ
こ
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、「
世
の
神
道
者
流
」
が
説
く

「
神
道
の
喪
祭
」
に
対
し
て
は
批
判
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
と

い
う
の
も
「
神
道
の
喪
祭
」
と
は
、
元
来
「
天
子
の
御
礼
式
」
で
あ

る
ゆ
え
、
こ
れ
を
「
士
民
」
が
と
り
行
う
こ
と
が
僭
越
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る）

12
（

。
あ
く
ま
で
則
る
べ
き
は
、「
士
民
」
が
対

象
と
さ
れ
た
『
家
礼
』
な
の
で
あ
る
。

　

併
せ
て
上
引
に
は
、
本
書
の
執
筆
に
際
し
て
絅
斎
・
尚
斎
（
＝

「
我
師
」）
と
い
う
先
哲
の
議
論
を
斟
酌
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
実
の
と
こ
ろ
『
大
事
記
』
を
通
読
し
て
み
て
わ
か
る
の
は
、
本

書
に
載
る
具
体
的
な
喪
祭
儀
礼
の
作
法
が
、
こ
れ
ら
両
先
哲
（
加
え

て
中
村
惕
斎
）
13
（

、
一
六
二
九
─
一
七
〇
二
）
の
議
論
を
敷
衍
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
絅
斎
は
「
我

国
ハ
我
国
ノ
ヤ
ウ
ニ
家
礼
ガ
ヲ
コ
ナ
ハ
ル
ヽ
ゾ
」（『
家
礼
師
説
』
一

丁
ウ
）、「
朱
子
モ
此
方
ニ
生
ズ
レ
バ
、
此
方
ナ
リ
ノ
家
礼
ガ
デ
ケ
ル

ゾ
」（
同
前
、
一
〇
丁
ウ
）
と
、
朱
熹
の
意
図
に
沿
い
つ
つ
近
世
日
本

に
適
合
的
な
形
で
、『
家
礼
』
に
改
変
を
加
え
た
作
法
を
提
示
し
た

人
物
で
あ
る
が）

14
（

、
本
書
は
か
か
る
絅
斎
の
説
に
多
く
を
負
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
紙
面
の
都
合
上
、
両
者
の
影
響
関
係
を
逐
一
列
挙

す
る
こ
と
は
避
け
る
が
、
有
名
な
絅
斎
『
喪
祭
小
記
』
の
ほ
か
、
た

と
え
ば
養
子
の
如
何
に
つ
い
て
は
「
く
ハ
し
き
事
ハ
、
氏
族マ

証マ

を
見

た
り
」（『
大
事
記
』
五
八
丁
オ
）
と
さ
れ
て
お
り
、『
氏
族
弁
証
』
を
参

照
す
べ
き
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る）

15
（

。
か
よ
う
に
『
大
事
記
』
に
載
る

喪
祭
儀
礼
の
具
体
的
な
作
法
は
、
こ
と
に
絅
斎
と
い
う
先
行
す
る
儒

家
の
説
を
枕
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
本
書

は
、
絅
斎
ら
諸
先
哲
の
全
き
引
き
写
し
に
よ
っ
て
の
み
成
立
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、「
瀝
青
」
や
「
誌
石
」
の
仕
方
と
い
っ

た
個
々
の
作
法
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
は
概
ね
そ
の
通
り
と
い
え
よ

う
が
、
こ
こ
で
特
筆
し
て
お
き
た
い
の
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
本
書

の
主
眼
が
「
世
俗
の
し
か
た
」
と
い
う
当
今
の
習
俗
を
忌
避
し
た
う

え
で
、
門
弟
に
正
し
い
喪
祭
儀
礼
実
践
を
方
向
づ
け
る
と
い
う
点
に

あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
具
体
的
な
作
法
の
仔
細
と
い
っ
た
点

よ
り
も
、
い
か
に
し
て
「
世
俗
の
し
か
た
」
を
改
め
る
よ
う
門
弟
に

説
い
て
ゆ
く
の
か
と
い
う
、
そ
の
論
法
の
方
に
こ
そ
我
々
は
刮
目
す

べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
養
斎
の
儒
礼

論
の
位
置
が
垣
間
見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
以
下
で
は
二
つ
の
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問
題
に
絞
り
、
養
斎
に
あ
っ
て
い
か
に
世
の
習
俗
へ
の
克
服
が
門
弟

に
対
し
て
説
き
述
べ
ら
れ
、
そ
し
て
喪
祭
儀
礼
の
実
践
が
方
向
づ
け

ら
れ
て
ゆ
く
の
か
に
つ
い
て
、
同
じ
く
『
大
事
記
』
の
言
述
を
頼
り

に
考
え
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

二
、
火
葬
批
判
の
論
理
─
仏
教
と
の
共
存

　

先
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
養
斎
が
忌
む
べ
き
「
世
俗
の
し
か
た
」

の
筆
頭
に
掲
げ
た
の
は
、
火
葬
の
習
俗
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

『
大
事
記
』
で
も
以
下
の
ご
と
く
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
門
弟

に
注
意
が
喚
起
さ
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。

少
も
火
葬
に
す
る
事
ハ
、
至
極
の
大
悪
事
。〔
中
略
〕
我
身
ハ
父

母
の
か
た
ミ
な
れ
バ
、
我
身
を
も
火
葬
に
さ
せ
ぬ
筈
。
火
葬
に

せ
よ
と
い
ふ
ハ
、
ま
よ
ひ
の
遺
言
あ
れ
バ
、
必
火
葬
に
せ
よ
と

き
つ
と
遺
言
に
言
あ
る
と
も
、
火
葬
に
せ
ぬ
が
よ
く
、
是
誠
の

孝
行
な
り
。（
同
前
、
七
丁
ウ
─
八
丁
オ
）

　

し
か
る
に
、
近
世
日
本
儒
家
が
火
葬
批
判
を
行
う
こ
と
自
体
が
別

段
特
異
で
は
な
い
点
は
、
お
よ
そ
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
で
養
斎
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
火
葬
は
父
母
へ
の
孝
と

い
う
、
広
汎
に
い
え
ば
人
倫
に
悖
る
行
為
と
し
て
儒
家
に
あ
っ
て
は

認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
絅
斎
に
お
い
て
も
火
葬
批

判
は
、
そ
の
儒
礼
論
の
重
要
な
一
翼
を
な
し
て
い
た
。

造
化
ノ
理
ハ
ト
モ
ア
レ
、
孝
子
ノ
情
ニ
、
イ
ツ
マ
デ
モ
存
シ
タ

イ
ト
云
コ
ト
ガ
ヤ
マ
ズ
バ
、
ナ
ン
ト
セ
ウ
造
化
ト
ト
モ
ニ
化
ス

ル
ハ
、
ソ
レ
マ
デ
ノ
コ
ト
。
人
子
ノ
心
ニ
ハ
、
ソ
レ
ハ
ト
ン

ジ
ヤ
ク
ハ
ナ
イ
。
ナ
ニ
ト
ゾ
イ
ツ
マ
デ
モ
存
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
ア

リ
タ
イ
ト
云
ガ
、
又
造
化
ノ
理
ト
云
モ
ノ
。〔
中
略
〕
造
化
ヨ
リ

サ
キ
ニ
、
コ
チ
カ
ラ
ハ
ヤ
ウ
朽
サ
ス
ル
ト
云
モ
ノ
、
不
孝
不

義
コ
レ
ヨ
リ
甚
シ
キ
ハ
ナ
イ
ゾ
。
ア
ゲ
ク
ニ
ハ
浮
屠
火
葬
ノ

説
行
レ
テ
ヨ
リ
、
人
子
ノ
手
ニ
カ
ケ
テ
親
ヲ
火
ア
ブ
リ
ニ
シ
テ

モ
、
ナ
ン
ト
モ
ナ
イ
風
俗
ニ
ナ
リ
タ
ル
ゾ
。
嘆
コ
ト
ナ
ラ
ズ
ヤ
。

（『
家
礼
師
説
』
四
一
丁
オ
─
ウ
）

　

こ
の
よ
う
に
絅
斎
は
「
造
化
」
の
作
用
は
あ
る
に
せ
よ
、
自
ら
の

手
で
父
母
の
遺
骸
を
毀
損
す
る
火
葬
を
畢
竟
、「
不
孝
不
義
」
の
至

り
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
捉
え
て
い
る
。
併
せ
て
、
か
く
な
る
火
葬
が

仏
式
喪
礼
に
来
源
に
す
る
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
批
判
の
矛

先
は
仏
教
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
首
肯
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り

こ
こ
で
絅
斎
は
、
火
葬
を
孝
と
い
う
人
倫
に
悖
理
し
た
行
為
と
規
定

す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
と
結
合
し
た
仏
教
に
対
し
て
論
駁
を
加
え
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
山
崎
闇
斎
（
一
六
一
八
─
八
二
）

が
そ
の
排
仏
論
書
の
な
か
で
「
蓋
し
道
は
綱
常
の
み
。
彼
既
こ
れ
を

廃
す
れ
ば
、
則
ち
其
学
の
道
に
非
ざ
る
は
、
攻
め
ず
し
て
知
る
べ

し
」（『
闢
異
』
四
五
〇
─
五
一
頁
）
と
述
べ
て
、
仏
教
に
お
け
る
反
人

倫
性
を
論
難
し
た
こ
と
と
お
そ
ら
く
相
関
的
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
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養
斎
に
先
行
す
る
絅
斎
に
あ
っ
て
の
火
葬
批
判
と
は
、
そ
の
行
為
自

体
の
反
人
倫
性
が
批
判
さ
れ
る
と
と
も
に
、
か
か
る
批
判
が
仏
教
に

対
し
て
も
同
時
に
照
射
さ
れ
る
と
い
う
排
仏
論
の
傾
向
を
内
包
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
養
斎
の
火
葬
批
判
に
お
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
火
葬
が

た
だ
ち
に
仏
教
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

只
、
大
悪
人
を
バ
屍
を
火
あ
ぶ
り
に
し
た
る
事
あ
り
。
仏
法
つ

た
ハ
り
て
後
、
火
葬
は
じ
ま
れ
り
。
さ
れ
ど
も
、
こ
れ
が
仏

法
の
さ
だ
ま
り
に
は
あ
ら
ず
。
天
竺
に
四
葬
〔
火
葬
・
水
葬
・
林

葬
・
土
葬
の
こ
と
〕
あ
り
。
仏
・
菩
薩
の
類
ハ
、
火
葬
に
し
て
骨

を
世
に
の
こ
し
、〔
中
略
〕
仏
・
菩
薩
な
ら
ぬ
凡
夫
ハ
、
土
葬
に

す
る
が
や
は
り
仏
法
の
さ
だ
ま
り
な
り
。
を
よ
そ
釈
迦
一
代

の
教
に
、
凡
夫
を
火
葬
に
せ
よ
と
の
経
文
、
一
句
半
句
も
な
き

こ
と
也
。
仏
の
道
も
孝
行
を
始
と
し
、
慈
悲
を
第
一
と
す
。
仏

の
教
な
き
に
お
や
を
火
あ
ぶ
り
に
す
る
事
、
仏
も
よ
ろ
こ
ぶ
べ

き
事
に
あ
ら
ず
。
さ
れ
バ
心
得
あ
る
出
家
ハ
、
火
葬
を
よ
き
事

と
は
い
は
ず
。
結
句
、
火
葬
を
き
ら
ふ
な
り
。
又
、
文
盲
な
る

僧
、
儒
礼
を
外
道
と
心
得
た
り
。
仏
の
ま
ね
さ
へ
す
れ
バ
仏
に

な
る
と
心
へ
、
世
俗
も
そ
れ
に
す
ゝ
め
ら
れ
、
天
照
皇
太
神
の

き
ら
ゐ
給
ふ
大
悪
事
の
仏
も
よ
き
事
と
ハ
を
も
ハ
れ
ぬ
し
か
た

を
、
結
句
仏
法
の
大
事
と
心
得
、
天
道
を
け
が
し
大
不
孝
を
な

す
な
り
。（『
大
事
記
』
二
九
丁
オ
─
ウ
）

　

こ
の
よ
う
に
養
斎
は
、
そ
も
そ
も
「
天
竺
」
に
は
「
四
葬
」
が
あ

っ
て
、
う
ち
火
葬
を
「
凡
夫
」
に
適
用
す
る
こ
と
は
釈
迦
の
教
説
に

反
し
て
い
る
と
説
く
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
「
心
得
あ
る
出
家
」

に
お
い
て
周
知
に
属
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

火
葬
批
判
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
問
題
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
仏
教

元
来
の
教
説
を
も
蔑
し
て
し
ま
う
「
文
盲
な
る
僧
」
が
火
葬
を
広
め

て
し
ま
っ
て
い
る
点
に
あ
り
、
仏
教
自
体
が
火
葬
と
の
関
わ
り
か
ら

論
駁
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る）

1（
（

。

　

ま
た
養
斎
は
、『
大
事
記
』
に
お
い
て
「
く
わ
し
き
事
ハ
、
火
葬

弁
に
と
き
の
べ
お
き
た
り
。
猶
ま
た
よ
ミ
て
、
考
給
へ
か
し
」（
同

前
、
三
二
丁
オ
）
と
、
火
葬
批
判
に
関
し
た
詳
細
を
『
火
葬
弁
』
と
い

う
著
作
に
譲
り
、
本
書
も
通
読
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
が
、

こ
こ
に
は
仏
教
に
あ
っ
て
も
土
葬
の
慣
例
が
あ
る
こ
と
が
以
下
の
よ

う
に
例
示
さ
れ
て
い
る
。

代
々
ノ
内
ニ
ハ
土
葬
ニ
シ
タ
ル
モ
ア
リ
。
ス
ナ
ハ
チ
中
興
蓮
如

上
人
ハ
、
土
葬
ノ
ヨ
シ
ニ
キ
ヽ
及
ブ
。
コ
レ
御
フ
ミ
ヲ
ノ
コ
サ

レ
タ
ル
上
人
ナ
リ
。（『
火
葬
弁
』
九
丁
ウ
）

土
葬
ハ
神
国
ノ
法
ナ
リ
。
願
宗
ノ
御
文
ニ
ハ
、
外
ニ
ハ
仁
義
礼

智
ヲ
守
リ
、
王
法
ヲ
ソ
ム
ク
ベ
カ
ラ
ズ
ト
。
神
国
ノ
法
ニ
ソ
ム

ク
ハ
、
王
法
ニ
ソ
ム
ク
ナ
リ
。
王
法
ニ
ソ
ム
ク
コ
ト
、
願
宗
ノ

本
意
ト
ハ
イ
フ
ベ
カ
ラ
ズ
。
サ
レ
バ
コ
ソ
本
坊
ノ
直
旦
那
モ
土

葬
ニ
ス
ル
人
ヲ
ヽ
ク
、
京
都
東
山
ノ
御
墓
地
ニ
モ
、
土
葬
ノ
墓
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ミ
チ
〳
〵
タ
リ
。
ソ
レ
ヲ
火
葬
ガ
宗
風
ト
ハ
、
モ
ノ
シ
ラ
ヌ
人

ノ
イ
フ
コ
ト
ナ
リ
。（
同
前
、
一
〇
丁
ウ
）

　

歴
史
的
な
真
偽
は
ひ
と
ま
ず
お
く
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
に
わ
け
て

も
真
宗
に
お
い
て
土
葬
の
慣
例
が
あ
る
こ
と
を
養
斎
は
示
す
こ
と
で
、

火
葬
が
仏
教
の
一
般
的
見
解
で
な
い
こ
と
を
説
く
の
で
あ
る）

17
（

。
か
く

見
て
く
れ
ば
、
養
斎
は
火
葬
を
も
っ
と
も
忌
む
べ
き
世
の
習
俗
と
定

め
、
門
弟
が
こ
れ
を
と
り
行
う
こ
と
が
な
い
よ
う
注
意
を
喚
起
し
つ

つ
も
、
往
時
の
儒
家
達
と
は
異
な
っ
て
火
葬
を
仏
教
全
般
に
由
来
す

る
も
の
と
は
捉
え
ず
、
論
難
の
対
象
を
釈
迦
の
教
に
す
ら
悖
る
「
文

盲
な
る
僧
」
に
向
け
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
養
斎

の
火
葬
批
判
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
そ
れ
が
全
面
的
な
排
仏
論
の

様
相
を
呈
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
り
、
む
し
ろ

「
文
盲
な
る
僧
」
に
対
置
さ
れ
る
「
心
得
あ
る
出
家
」
を
理
路
と
す

る
こ
と
で
、
仏
教
と
も
背
馳
し
な
い
儒
礼
実
践
の
可
能
性
が
胚
胎
す

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

実
際
、
養
斎
は
『
大
事
記
』
に
お
い
て
様
々
に
儒
礼
を
と
り
行
う

必
要
性
を
諭
し
つ
つ
も
、
か
と
い
っ
て
仏
教
と
全
面
対
決
す
る
の
で

は
な
く
「
寺
を
よ
く
納
得
さ
す
べ
し
。
寺
へ
の
意
嘆
、
粗
末
あ
る
べ

か
ら
ず
。
を
し
つ
け
た
る
事
ハ
、
必
な
り
ぬ
事
な
り
。
自
分
の
真

実
を
の
べ
余
儀
な
く
頼
め
バ
、
納
得
せ
ぬ
人
ま
れ
な
り
」（『
大
事
記
』

二
七
丁
オ
─
ウ
）
と
、
檀
那
寺
の
側
と
の
交
渉
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を

説
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
納
棺
に
際
し
て
、
遺
骸
を
剃
髪
す
る
こ
と

に
対
し
て
は
「
旦
那
寺
へ
よ
く
た
の
ミ
、
あ
た
ま
を
そ
る
べ
か
ら

ん
」（
同
前
、
一
三
丁
ウ
）
と
、
檀
那
寺
に
嘆
願
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

こ
れ
を
回
避
し
得
る
と
す
る
。

　

ま
た
養
斎
は
「
旦
那
寺
を
た
の
む
ハ
国
法
」（
同
前
、
三
丁
オ
）
と

な
っ
た
状
況
下
に
あ
っ
て
は
、
仏
教
的
喪
祭
儀
礼
に
反
し
た
形
で
儒

礼
を
と
り
行
う
の
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
現
状
を
認
め
た
う
え
で

「
仏
法
を
や
ぶ
る
な
ら
バ
寺
よ
り
不
届
と
思
ふ
べ
き
が
、
そ
れ
ら
の

仏
事
ハ
つ
と
め
た
る
上
に
、
我
真
実
の
志
か
つ
て
孔
子
の
教
に
ま
か

せ
た
事
ハ
と
、
の
む
る
出
家
ハ
あ
る
べ
か
ら
ず
」（
同
前
、
四
六
丁
ウ
）

と
、
け
だ
し
仏
教
と
の
共
存
に
よ
っ
て
儒
礼
が
実
践
さ
れ
る
方
策
を

模
索
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
仏
式
は
そ
の
ま
ま
維
持

し
つ
つ
も
、
こ
れ
と
は
別
に
自
ら
が
儒
礼
を
と
り
行
え
ば
檀
那
寺
と

の
間
に
不
和
を
生
ず
る
こ
と
も
な
い
と
説
か
れ
る
の
で
あ
り
、
決
し

て
仏
教
に
儒
礼
を
対
置
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

た
と
え
ば
そ
う
し
た
具
体
例
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
あ
り
方
が
提

示
さ
れ
て
い
る
。

旦
那
寺
を
も
つ
ハ
今
の
御
大
法
な
れ
バ
、
仏
法
を
信
ぜ
ぬ
と
て

も
か
る
き
身
の
上
に
て
ハ
、
仏
壇
を
や
め
が
た
き
事
有
。
し
か

る
家
ハ
、
仏
壇
に
ハ
仏
ば
か
り
を
置
、
神
主
ハ
か
り
に
も
仏
壇

に
お
く
べ
か
ら
ず
。
別
の
所
に
置
べ
し
。
僧
を
招
か
ね
バ
な
ら

ぬ
時
ハ
、
仏
壇
に
世
間
な
ミ
の
位
牌
を
置
て
、
こ
れ
に
廻
向
さ

す
べ
し
。
か
り
に
も
神
主
を
仏
壇
へ
出
す
べ
か
ら
ず
。（
同
前
、
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四
五
丁
ウ
─
四
六
丁
オ
）

　

つ
ま
り
、
檀
家
に
属
す
る
限
り
に
お
い
て
は
仏
壇
を
設
置
せ
ね
ば

な
ら
な
い
た
め
、
こ
の
仏
壇
と
は
別
に
儒
式
の
神
主
を
安
置
し
て
お

け
ば
、
檀
那
寺
か
ら
糾
弾
さ
れ
る
こ
と
な
く
儒
礼
を
遵
守
す
る
こ
と

が
叶
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

近
世
日
本
に
お
け
る
儒
礼
の
遵
守
に
と
っ
て
大
き
な
障
碍
と
な
っ

た
の
は
、
寺
檀
制
に
基
盤
を
お
く
仏
教
的
喪
祭
儀
礼
の
存
在
で
あ
っ

た
。
就
中
『
大
事
記
』
が
書
か
れ
た
十
八
世
紀
中
期
に
は
、
以
前
に

も
ま
し
て
こ
れ
が
浸
透
し
て
お
り
、
容
易
に
は
打
破
し
得
な
い
状
態

と
化
し
て
い
た）

18
（

。
ま
し
て
や
檀
家
に
属
し
た
と
お
ぼ
し
き
門
弟
の
場

合
に
は
、
な
お
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ゆ
え
に
養
斎
は
、
果
敢
に

仏
教
に
立
ち
向
か
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
共
存
に
よ
っ
て
こ
そ
儒

礼
が
と
り
行
わ
れ
る
こ
と
を
志
向
し
、
そ
の
こ
と
を
門
弟
に
説
い
て

い
た
の
で
あ
る
。
儒
家
が
い
か
に
『
家
礼
』
の
ご
と
き
儒
礼
を
唱
え

よ
う
と
も
、
た
と
え
ば
現
実
に
墓
所
を
管
理
す
る
の
は
僧
で
あ
っ
た

た
め
、
か
か
る
存
在
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
尾
張
藩
に
提
出
さ
れ
た
経
世
論
書
の
な
か
に
も
、「
墓

所
は
役
人
を
た
て
是
を
守
ら
せ
べ
き
こ
と
に
て
、
僧
に
渡
し
置
玉
ふ

べ
き
こ
と
に
あ
ら
ず
。
さ
れ
ど
も
国
郡
は
仏
法
を
破
り
が
た
く
、
僧

に
預
け
置
ね
ば
叶
ず
。
其
僧
を
麁
末
に
は
し
玉
ふ
べ
か
ら
ず
」（『
治

邦
要
旨
』
一
四
九
頁
）
と
見
え
る
。

　

無
論
、
他
方
で
儒
礼
に
と
っ
て
火
葬
は
人
倫
に
反
し
た
忌
む
べ
き

「
世
俗
の
し
か
た
」
で
あ
り
、
養
斎
が
こ
れ
を
容
認
す
る
こ
と
は
な

い
。
さ
り
な
が
ら
「
心
得
あ
る
出
家
」
で
あ
れ
ば
、
火
葬
が
仏
教
元

来
の
教
説
に
悖
理
す
る
こ
と
を
認
知
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
論
じ
る

こ
と
で
、
火
葬
の
克
服
を
た
だ
ち
に
仏
教
へ
の
対
抗
と
結
び
つ
け
ず
、

あ
く
ま
で
寺
檀
制
と
は
抵
触
し
な
い
立
場
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

三
、「
淫
祀
」
批
判 

─
「
正
祀
」
と
し
て
の
鬼
神
祭
祀
と
そ
の
効
用

　

養
斎
が
『
大
事
記
』
で
忌
む
べ
き
世
の
習
俗
と
見
な
し
た
い
ま
一

つ
は
、「
世
の
日
待
・
甲
子
待
・
庚
申
待
な
ど
、
そ
の
外
何
の
神
を

勧
請
し
、
此
社
へ
月
参
す
る
」（『
大
事
記
』
六
一
丁
オ
）
と
い
っ
た
当

今
に
あ
っ
て
の
種
々
の
宗
教
的
信
仰
で
あ
る
。
し
か
も
か
く
な
る
信

仰
が
「
ち
か
き
父
母
・
先
祖
を
次
に
し
て
、
遠
き
国
の
仏
に
へ
つ
ら

ひ
、
ゆ
か
り
う
す
き
神
を
た
の
ミ
」（
同
前
、
六
二
丁
ウ
─
六
三
丁
オ
）

の
ご
と
く
、
祖
先
へ
の
祭
祀
を
等
閑
視
す
る
事
態
と
相
関
的
で
あ
る

こ
と
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
様
々
な
宗

教
的
信
仰
は
、
必
然
的
に
祖
先
を
祀
る
こ
と
、
い
い
換
え
れ
ば
鬼
神

祭
祀
を
閑
却
す
る
と
い
っ
た
事
態
を
導
出
し
て
し
ま
う
が
た
め
、
忌

避
さ
れ
る
べ
き
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
併
せ
て
こ
う
し
た
鬼

神
祭
祀
の
看
過
は
、
先
に
見
た
火
葬
と
同
様
に
「
文
盲
な
る
出
家
」

に
よ
っ
て
な
お
一
層
助
長
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
す
る
。

目
に
見
へ
ぬ
魂
魄
を
バ
な
に
一
向
と
お
も
ハ
ず
、
又
大
か
た
の
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人
ハ
、
実
ハ
な
に
も
な
く
な
れ
と
冥
加
の
た
め
あ
る
と
思
ひ
な

す
事
と
こ
こ
ろ
へ
、
実
ハ
な
き
も
の
と
お
も
ふ
か
ら
、
い
や
と

も
粗
末
に
な
り
、
そ
れ
を
苦
に
も
せ
ぬ
な
り
。〔
中
略
〕
地
獄
・

極
楽
の
説
ハ
方
便
の
教
に
て
、
仏
法
の
実
義
を
尋
ぬ
れ
バ
、
こ

れ
ハ
魂
魄
を
や
す
ん
ず
る
心
な
れ
ど
も
、
文
盲
な
る
出
家
ハ
そ

の
本
意
を
と
り
そ
こ
な
ひ
、
残
る
魂
魄
を
わ
が
物
と
心
得
、
う

ち
け
し
て
し
ま
ふ
を
成
仏
と
よ
ろ
こ
び
、
た
と
ひ
さ
な
く
て
も

魂
魄
を
や
す
ん
ず
る
道
く
ら
く
、
と
り
さ
か
し
て
し
ま
ふ
な
り
。

（
同
前
、
一
〇
丁
オ
─
ウ
）

　

こ
の
よ
う
に
養
斎
は
、
本
来
祀
る
べ
き
「
魂
魄
」
を
「
な
に
一
向

と
お
も
ハ
ず
」、
む
し
ろ
消
散
し
て
し
ま
っ
た
方
が
よ
い
と
す
る
考

え
が
「
文
盲
な
る
出
家
」
に
よ
っ
て
広
め
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
る
。

　

し
か
し
、
確
か
に
死
し
た
父
母
の
霊
魂
を
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
お

け
ば
消
散
し
て
し
ま
う
も
の
の
、
子
孫
が
正
し
く
祀
れ
ば
そ
れ
に
応

じ
て
来
格
す
る
こ
と
が
あ
る
ゆ
え
、
以
下
の
よ
う
に
鬼
神
祭
祀
を
行

わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
説
く
。

神
主
を
神
体
と
す
べ
し
。
神
主
と
ハ
位
牌
な
り
。
さ
れ
共
、
常

の
位
牌
に
あ
ら
ず
。
本
式
の
位
牌
を
い
ふ
。〔
中
略
〕
い
き
て
ゐ

る
か
ら
だ
に
変
り
な
き
事
な
れ
バ
、
神
体
も
か
わ
り
な
き
は
づ

な
り
。
こ
れ
を
以
、
神
体
と
し
、
ワ
が
誠
を
十
分
に
と
ゞ
け
て

聖
人
の
礼
法
に
て
祭
れ
バ
、
た
ま
し
ゐ
い
づ
れ
へ
さ
へ
ち
ら
ず
、

天
地
の
神
と
合
し
て
我
祭
を
う
け
給
ふ
。（
同
前
、
四
一
丁
オ
）

　

つ
ま
り
『
家
礼
』
に
記
さ
れ
る
よ
う
な
神
主
を
製
作
し
、
こ
れ
を

憑
り
ま
し
と
し
て
「
聖
人
の
礼
法
」
に
従
っ
た
祭
祀
を
行
え
ば
祖
先

の
霊
魂
が
「
我
祭
を
う
け
給
ふ
」
こ
と
が
あ
り
得
る
と
す
る
の
で
あ

る
。
な
お
鬼
神
来
格
と
い
う
問
題
が
、
養
斎
に
先
だ
つ
闇
斎
学
派
に

と
っ
て
看
過
し
得
な
い
主
題
と
な
っ
て
い
た
点
は
周
知
の
こ
と
に
属

そ
う
。
か
よ
う
な
問
題
は
朱
子
学
系
の
崎
門
派
に
止
ま
ら
ず
垂
加
神

道
に
お
い
て
も
共
有
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
こ
で
主
題
化
さ
れ
て
い
た

の
は
来
格
の
理
論
的
根
拠
の
闡
明
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た）

1（
（

。
だ
が
養

斎
は
、
そ
う
し
た
理
論
的
根
拠
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
「
た
と
ひ

き
へ
う
せ
て
も
、
其
理
ハ
つ
た
わ
り
」（
同
前
、
三
七
丁
オ
）
と
瞥
見

す
る
だ
け
で
括
弧
に
入
れ
て
お
り
、
あ
く
ま
で
祭
祀
実
践
そ
れ
自
体

の
必
要
性
の
み
を
説
い
て
い
る
。
勿
論
、
祖
先
へ
の
祭
祀
が
必
要
な

の
は
「
先
祖
父
母
の
御
か
げ
に
て
、
此
結
構
な
る
か
ら
だ
を
う
け
此

結
構
な
る
魂
を
う
け
、
万
物
の
霊
と
い
ふ
て
す
ぐ
れ
た
る
此
身
に
な

り
」（
同
前
、
三
六
丁
オ
）
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
父

母
に
対
す
る
孝
を
重
ん
じ
る
点
に
起
因
す
る
。
が
、
養
斎
は
後
述
す

る
よ
う
に
鬼
神
祭
祀
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
る
結
果
と
い

う
議
論
を
も
ち
だ
す
こ
と
で
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
も
つ
意
味
を
さ

ら
に
高
め
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
養
斎
は
、
当
今
の
様
々
な
宗
教
的
信
仰
に
流
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
正
し
い
鬼
神
祭
祀
を
と
り
行
う
旨
を
説
い
て
ゆ
く
わ
け

で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
言
述
は
同
時
に
、
門
弟
に
対
し
て
祭
祀
の
対
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象
を
弁
別
す
る
必
要
性
を
促
し
て
い
る
と
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
養
斎
は
「
先
祖
を
祭
る
よ
り
外
に
ハ
、
み
だ
り

に
外
の
神
を
祭
る
べ
か
ら
ず
。
又
、
ミ
だ
り
に
神
ま
い
り
す
べ
か
ら

ず
。〔
中
略
〕
祭
る
べ
き
神
と
祭
る
ま
じ
き
も
の
差
別
有
」（
同
前
、
六

〇
丁
オ
）
と
、
祀
る
ベ
き
「
正
祀
」
と
祀
る
ま
じ
き
「
淫
祀
」
と
を

峻
別
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
を
祀
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
く
正
反

対
の
結
果
を
招
来
す
る
と
説
い
て
い
る
。
ま
ず
忌
避
さ
れ
る
べ
き
当

今
の
宗
教
的
信
仰
に
代
表
さ
れ
る
「
淫
祀
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
祀

っ
て
し
ま
え
ば
以
下
の
ご
と
き
事
態
を
招
く
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

祭
る
ま
じ
き
神
を
祭
る
と
、
ま
い
る
ま
じ
き
神
へ
参
る
と
ハ
、

是
も
道
理
に
そ
む
く
事
故
、
利
生
な
に
も
な
き
の
ミ
な
ら
ず
、

天
罰
・
神
罰
至
ふ
る
べ
し
。
惣
じ
て
世
の
神
を
祭
り
、
神
へ
参

る
人
の
何
の
た
め
に
す
る
ぞ
と
考
れ
バ
、
そ
の
神
々
の
御
贔
屓

を
う
け
福
寿
・
繁
昌
を
ね
が
ふ
。
そ
の
ね
が
ふ
所
も
お
ゝ
く
ハ
、

及
び
が
た
き
事
に
ハ
、
よ
こ
し
ま
な
る
事
を
も
ね
が
ふ
。
た
と

ひ
尤
も
な
る
願
と
て
も
、
道
理
に
そ
む
き
祭
て
ハ
、
何
を
も
つ

て
利
生
あ
る
べ
き
。
尤
、
勧
請
に
返
た
る
時
、
一
旦
の
利
生
あ

る
事
も
あ
れ
ど
、
天
ま
で
こ
れ
を
に
く
ミ
給
ひ
つ
る
に
ハ
、
十

倍
の
わ
ざ
わ
ゐ
に
あ
ふ
事
な
り
。（
同
前
、
六
〇
丁
ウ
─
六
一
丁
オ
）

　

つ
ま
り
、
自
ら
の
祖
先
と
は
全
く
関
係
の
な
い
「
淫
祀
」
を
祀
っ

て
し
ま
え
ば
、
一
時
的
な
現
世
利
益
を
得
る
こ
と
が
あ
る
と
雖
も
、

「
天
」
に
背
く
が
た
め
に
最
終
的
に
は
そ
れ
以
上
の
「
天
罰
」「
神

罰
」
が
下
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
反
面
、
自
ら
の
祖
先
を
祀
る
と

い
う
鬼
神
祭
祀
を
行
え
ば
、
こ
れ
は
「
正
祀
」
に
相
当
す
る
が
ゆ
え
、

以
下
の
ご
と
き
効
用
を
得
る
こ
と
が
叶
う
と
す
る
。

先
祖
の
神
霊
す
な
ハ
ち
天
地
の
神
と
一
に
な
り
。
こ
れ
に
つ
か

わ
れ
る
ハ
、
す
な
ハ
ち
天
に
つ
か
わ
れ
る
な
り
。
故
ハ
八
百
万

神
に
つ
か
わ
れ
る
な
り
。
さ
れ
バ
福
を
好
て
災
を
ま
ぬ
か
る
に

ハ
、
先
祖
に
つ
か
わ
れ
る
よ
り
ち
か
き
ハ
な
し
。
儒
者
の
教
ハ
、

外
に
本
尊
な
し
。
父
母
・
先
祖
ハ
無
上
の
本
尊
な
り
。（
同
前
、

六
二
丁
ウ
）

　

こ
の
よ
う
に
己
の
祖
先
は
、「
天
地
の
神
」
ひ
い
て
は
「
八
百
万

神
」
に
連
な
る
た
め
、
こ
れ
を
祀
る
こ
と
に
よ
っ
て
種
々
の
災
厄
を

除
く
と
い
う
効
用
を
得
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
養
斎
は
述
べ
る
。

つ
ま
り
鬼
神
祭
祀
は
、
単
に
孝
に
根
差
す
が
ゆ
え
に
行
わ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
か
か
る
孝
を
遵
守
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
こ
そ
「
道
理
を
ま
も
る
第
一
ハ
、
先
祖
・
父
母
へ
の
孝
な
り
。
福

を
い
の
り
災
を
は
ら
ふ
の
道
ハ
、
孝
よ
り
大
な
る
ハ
な
し
」（
同
前
、

六
一
丁
ウ
）
の
よ
う
な
、
災
厄
を
除
き
福
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
養
斎
の
鬼
神
祭
祀
を
と
り
行
う
こ
と
を
要
求
す
る
言
述

は
、
確
か
に
通
俗
的
な
き
ら
い
が
あ
る
。「
正
祀
／
淫
祀
」
の
別
は
、

「
天
に
つ
か
わ
れ
る
／
天
ま
で
こ
れ
を
に
く
ミ
」
と
い
っ
た
「
天
」

を
起
点
と
し
て
二
項
対
立
的
に
説
か
れ
る
に
止
ま
り
、
か
つ
各
々
が
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禍
福
を
も
た
ら
す
と
ま
で
付
言
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

20
（

。
実
の
と
こ

ろ
、
か
よ
う
な
「
天
」
を
判
断
基
準
と
し
た
禍
福
と
い
う
議
論
は
、

養
斎
が
喪
祭
儀
礼
の
実
践
を
方
向
づ
け
て
ゆ
く
に
際
し
て
の
重
要
な

理
論
的
根
拠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
喪
祭
を
つ
ゝ
し
ミ
忠
孝
を
つ
く
す
ハ
、
も
と
よ
り
人
間
の

道
に
て
、
道
に
か
な
ふ
と
き
ハ
、
天
道
神
明
も
こ
れ
を
よ
ろ
こ

び
め
ぐ
ミ
、
学
徳
も
繁
昌
す
。
喪
祭
、
道
に
そ
む
き
て
ハ
、
つ

ゐ
に
我
家
も
衰
微
ハ
し
、
子
孫
も
断
絶
す
べ
し
。（
同
前
、
三
丁

ウ
）

　

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
養
斎
は
、
正
し
い
喪
祭
儀
礼
を
と
り

行
う
こ
と
は
「
天
道
」
に
叶
う
が
ゆ
え
「
学
徳
も
繁
昌
」
と
い
う
効

用
を
生
じ
、
反
対
に
と
り
行
わ
な
い
な
ら
ば
災
い
を
も
た
ら
す
と
説

い
て
い
る
。
さ
ら
に
一
言
す
る
な
ら
、
先
に
論
じ
た
火
葬
批
判
に
関

し
て
も
養
斎
は
、「
火
葬
の
天
罰
」（
同
前
、
三
丁
ウ
）
と
火
葬
の
習
俗

に
流
さ
れ
て
し
ま
え
ば
「
天
罰
」
が
下
る
と
い
う
脅
し
文
句
を
付
加

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
養
斎
は
、「
天
道
」
と
い
う
人
口
に
膾
炙
し

た
タ
ー
ム
を
用
い）

21
（

、
さ
ら
に
こ
れ
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
る
禍
福
を
説

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
喪
祭
儀
礼
を
と
り
行
う
こ
と
が
も
つ
意
味
を
高

め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
と
に
如
上
の
鬼
神
祭
祀
に
関
し
て
は
、

単
に
こ
れ
を
と
り
行
う
こ
と
が
孝
を
体
現
す
る
の
み
な
ら
ず
、
現
実

的
な
種
々
の
効
用
を
も
も
た
ら
す
と
い
う
新
た
な
価
値
を
付
与
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
か
く
な
る
実
践
を
門
弟
に
方
向
づ
け
て
ゆ
こ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
養
斎
は
巾
下
学
問
所
を
中
心
と
す
る
自

ら
の
門
弟
に
対
し
て
、『
家
礼
』
に
即
し
た
儒
礼
が
と
り
行
わ
れ
る

こ
と
を
要
求
し
、
そ
れ
に
際
し
て
世
の
習
俗
に
流
さ
れ
ず
正
し
い
実

践
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
の
手
引
書
と
し
て
『
大
事
記
』
を
執
筆

し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
門
弟
に
対
す
る
儒
礼
実
践
の
要
求
の

背
景
に
は
お
よ
そ
、「
拙
者
に
学
ば
る
ゝ
武
門
の
方
」（『
武
家
須
知
』

二
三
五
頁
）
が
「
武
ば
か
り
の
職
に
非
ず
、
文
を
第
一
に
職
分
と
し

た
る
方
お
ほ
し
」（『
諸
生
階
級
』
一
八
一
頁
）
と
な
っ
て
き
た
事
態
が

介
在
し
て
い
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
儒
教
的
な
知
が
「
学
問
を
ば
、
儒

者
ば
か
り
の
家
業
」（『
武
家
須
知
』
二
三
五
頁
）
で
あ
っ
た
時
代
に
比

し
て
広
汎
に
普
及
し
は
じ
め
た
こ
と
で
、
儒
礼
も
ま
た
一
部
の
儒
家

に
止
ま
ら
ず
、
武
士
に
あ
っ
て
も
と
り
行
わ
れ
る
べ
き
と
見
な
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
り
と
て
真
摯
な
儒
家
知
識
人
の
場
合
は
と
も
か
く
、
か
か
る

人
々
に
対
し
て
実
際
に
儒
礼
の
実
践
を
強
い
る
こ
と
に
は
種
々
の
困

難
が
伴
わ
れ
た
。
現
実
に
は
、
様
々
な
「
仏
教
に
も
あ
ら
ぬ
、
神
道

に
も
あ
ら
ぬ
、
ど
ち
へ
も
つ
か
ぬ
」（『
大
事
記
』
五
六
丁
オ
）
習
俗
が

近
世
日
本
社
会
を
覆
っ
て
お
り
、
か
つ
寺
檀
制
に
結
実
し
た
近
世
仏

日本思想史学-論文6-松川雅信氏　　［出力］ 2015年9月25日　午後3時32分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



157　蟹養斎における儒礼論

教
が
既
に
喪
祭
儀
礼
を
領
導
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
養
斎
は
前
者

に
対
し
て
は
忌
避
す
べ
き
と
し
て
、
た
と
え
ば
禍
福
と
い
う
通
俗
的

な
論
理
を
も
ち
だ
す
こ
と
で
、
正
し
い
祭
祀
の
実
践
を
方
向
づ
け
よ

う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
後
者
に
つ
い
て
は
、
対
抗
で
は
な
く
む
し

ろ
共
存
の
方
向
に
よ
っ
て
儒
礼
が
と
り
行
わ
れ
る
こ
と
を
提
唱
し
て

い
た
。
そ
の
こ
と
を
担
保
し
て
い
た
の
が
、
火
葬
が
仏
教
に
来
源
し

な
い
こ
と
を
認
知
し
て
い
る
「
心
得
あ
る
出
家
」
の
ご
と
き
存
在
で

あ
っ
た
。
檀
家
に
属
し
た
と
お
ぼ
し
き
門
弟
に
向
け
て
、
檀
那
寺
へ

の
反
発
を
強
い
る
こ
と
は
現
実
的
に
困
難
と
目
さ
れ
た
が
ゆ
え
で
あ

ろ
う
。

　

確
か
に
こ
う
し
た
養
斎
の
儒
礼
論
を
『
家
礼
』
そ
れ
自
体
に
比
し

て
み
る
と
、
少
な
か
ら
ぬ
歪
曲
を
孕
ん
で
い
る
よ
う
に
映
ず
る）

22
（

。
し

か
し
、
も
と
よ
り
『
家
礼
』
に
即
し
た
儒
礼
の
教
条
的
な
意
味
で
の

実
践
が
、
中
国
・
朝
鮮
社
会
に
あ
っ
て
も
不
可
能
に
近
か
っ
た
こ
と

を
鑑
み
れ
ば）

23
（

、
困
難
を
伴
い
な
が
ら
も
「
聖
人
の
法
」
が
も
つ
普
遍

性
を
求
め
て
実
践
さ
れ
ん
と
す
る
そ
の
様
々
な
あ
り
方
を
、
歴
史

的
・
社
会
的
な
状
況
の
も
と
に
布
置
し
な
お
す
こ
と
で
我
々
は
捉
え

て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

＊
本
稿
に
引
用
し
た
史
料
の
出
典
は
以
下
の
通
り
で
あ
り
、
巻
数
・
頁

数
・
丁
数
も
こ
れ
ら
に
依
拠
し
た
。

　

蟹
養
斎
『
諸
生
規
矩
』『
諸
生
階
級
』『
読
書
路
径
』（『
名
古
屋
叢

書
』
一
巻
、
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
、
一
九
六
〇
年
）、『
武
家
須

知
』『
治
邦
要
旨
』（『
日
本
経
済
大
典
』
一
六
巻
、
明
治
文
献
、
一

九
六
八
年
）、『
居
家
大
事
記
』『
火
葬
弁
』『
士
庶
喪
祭
考
』（
九
州

大
学
付
属
図
書
館
所
蔵
写
本
）
／
中
村
習
斎
『
寛
延
記
草
』（『
名
古

屋
叢
書
』
一
巻
、
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
、
一
九
六
〇
年
）
／
山
崎

闇
斎
『
闢
異
』（『
山
崎
闇
斎
全
集
』
三
巻
、
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
七

八
年
）
／
浅
見
絅
斎
『
家
礼
師
説
』（
小
浜
市
教
育
委
員
会
酒
井
家

文
庫
所
蔵
写
本
）／
若
林
強
斎
『
家
礼
訓
蒙
疏
』（
吾
妻
重
二
編
『
家

礼
文
献
集
成
』
日
本
篇
一
、
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
〇
年
）
／

跡
部
良
顕
『
神
道
葬
祭
家
礼
』（
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編

『
神
葬
祭
資
料
集
成
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
五
年
）
／
朱
熹
『
家

礼
』（
浅
見
絅
斎
校
訂
、
京
都
大
学
付
属
図
書
館
所
蔵
版
本
）

注
（
1
）　

周
知
の
よ
う
に
『
家
礼
』
を
め
ぐ
っ
て
は
従
来
、
い
わ
ゆ
る
偽

書
説
が
存
在
し
て
い
た
が
近
年
で
は
、
朱
熹
の
著
作
と
見
な
す
こ
と

が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
吾
妻
重
二
『
朱
熹
『
家
礼
』
の
版
本
と
思

想
に
関
す
る
実
証
研
究
』（
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
C
⑵

研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
三
年
）
等
。
ま
た
『
家
礼
』
の
東
ア
ジ

ア
的
展
開
に
つ
い
て
は
、
吾
妻
重
二
・
朴
元
在
編
『
朱
子
家
礼
と
東

ア
ジ
ア
の
文
化
交
渉
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
二
年
）
に
詳
し
い
。

（
2
）　

渡
辺
浩
『
近
世
日
本
社
会
と
宋
学
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一

九
八
五
年
）
一
七
〇
頁
。
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（
3
）　

既
刊
の
主
要
な
著
作
の
み
を
列
挙
す
る
と
概
ね
以
下
の
通
り
。

前
掲
『
朱
子
家
礼
と
東
ア
ジ
ア
の
文
化
交
渉
』、
吾
妻
重
二
『
朱
熹

『
家
礼
』
実
証
研
究
』（
上
海
：
華
東
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
二

年
）、
同
編
『
家
礼
文
献
集
成
』
日
本
篇
一
─
四
（
関
西
大
学
出
版

部
、
二
〇
一
〇
─
一
五
年
）、
田
世
民
『
近
世
日
本
に
お
け
る
儒
礼

受
容
の
研
究
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
二
年
）、
同
『
詩
に
興
り
礼

に
立
つ
』（
台
北
：
国
立
台
湾
大
学
出
版
中
心
、
二
〇
一
四
年
）
等
。

ま
た
近
年
で
は
、
考
古
学
の
分
野
か
ら
も
近
世
日
本
に
お
け
る
『
家

礼
』
の
影
響
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
松
原
典
明
『
近
世

大
名
葬
制
の
考
古
学
的
研
究
』（
雄
山
閣
、
二
〇
一
二
年
）。

（
4
）　

も
っ
と
も
、
以
下
本
稿
で
扱
う
養
斎
『
居
家
大
事
記
』
を
と
り

あ
げ
た
貴
重
な
先
学
と
し
て
、
高
橋
文
博
「
蟹
養
斎
の
喪
祭
論
に
み

え
る
死
者
の
観
念
」（『
ア
ジ
ア
遊
学
』
一
二
四
号
、
二
〇
〇
九
年
）

が
あ
る
。
し
か
し
、
高
橋
が
専
ら
養
斎
の
死
生
観
の
問
題
に
焦
点
を

あ
て
る
の
に
対
し
、
本
稿
で
は
本
書
が
い
か
な
る
社
会
的
対
象
に
向

け
て
著
さ
れ
、
か
つ
ど
の
よ
う
な
儒
礼
論
が
提
唱
さ
れ
て
い
た
の
か

と
い
う
考
察
を
主
眼
に
据
え
る
。

（
5
）　

こ
れ
ら
の
動
向
に
関
し
て
は
、
と
く
に
大
桑
斉
『
寺
檀
の
思

想
』（
教
育
社
、
一
九
七
九
年
）、
圭
室
文
雄
『
葬
式
と
檀
家
』（
吉

川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
等
を
参
照
。
併
せ
て
付
言
し
て
お
け
ば
、

葬
送
や
祖
先
祭
祀
の
み
な
ら
ず
、
た
と
え
ば
幕
府
服
忌
令
等
の
近
世

日
本
に
お
け
る
諸
般
の
儀
礼
秩
序
の
形
成
も
、
十
八
世
初
頭
が
さ
し

ず
め
画
期
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
林
由
紀
子
「
江
戸

幕
府
服
忌
令
の
意
味
と
特
質
」（
孝
木
貢
ほ
か
編
『
家
族
と
死
者
祭

祀
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
六
年
）、
中
川
学
『
近
世
の
死

と
政
治
文
化
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）、
高
埜
利
彦
『
天
下

泰
平
の
時
代
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）
等
を
参
照
の
こ
と
。

（
（
）　
「
十
八
世
紀
中
・
後
期
に
お
け
る
儒
家
的
知
の
位
相
」（『
ヒ
ス

ト
リ
ア
』
一
五
三
号
、
一
九
九
六
年
）
一
一
二
頁
。
な
お
宇
野
田
は

本
論
稿
で
、
こ
う
し
た
現
象
を
「
十
八
世
紀
儒
家
思
想
史
」
の
顕
著

な
特
質
と
す
る
が
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
従
前
の
思
想
史
叙
述

に
お
け
る
死
角
で
あ
っ
た
「
徂
徠
以
後
」
の
儒
家
思
想
に
お
け
る

特
質
で
あ
る
と
も
し
て
い
る
。
本
稿
に
扱
う
養
斎
が
『
非
徂
徠
学
』

『
弁
仁
斎
徂
徠
二
先
生
学
書
』
と
い
っ
た
一
連
の
徂
徠
学
反
駁
書
を

執
筆
し
て
い
る
点
は
、
状
況
的
に
で
は
あ
る
も
の
の
宇
野
田
の
指
摘

と
の
相
関
性
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
7
）　

辻
本
雅
史
『
近
世
教
育
思
想
史
の
研
究
』（
思
文
閣
、
一
九
九

〇
年
）。

（
8
）　

養
斎
の
事
歴
に
関
し
て
は
、
白
井
順
「
蟹
養
斎
の
講
学
」（『
哲

学
年
報
』
七
〇
集
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
。

（
（
）　

な
お
養
斎
は
そ
の
後
、「
予
さ
き
に
居
家
大
事
記
を
あ
ら
わ
し
、

専
ら
喪
祭
二
礼
を
つ
く
す
べ
き
訳
を
い
ひ
、
又
祭
の
式
の
大
要
を
示

す
。
委
き
事
ハ
詳
説
を
作
る
べ
き
と
思
ふ
う
ち
ニ
、
年
老
て
精
力
薄

な
り
た
れ
バ
、
門
人
に
是
を
あ
ら
ハ
す
と
い
ひ
の
べ
を
き
た
れ
ど
も
、

い
ま
だ
成
就
せ
ず
。
依
而
ま
づ
士
庶
人
の
式
か
く
あ
る
べ
き
と
思
ふ

程
ニ
、
荒
々
考
へ
か
き
の
ぶ
る
也
」（
一
丁
ウ
）
と
述
べ
る
続
編
と
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159　蟹養斎における儒礼論

し
て
『
士
庶
喪
祭
考
』
を
残
し
て
い
る
が
、
大
要
に
お
い
て
『
大
事

記
』
と
の
異
同
は
見
ら
れ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
ち
ら
の
検
討

は
後
稿
に
期
し
た
い
。

（
10
）　
『
愛
知
県
教
育
史
』
一
巻
（
愛
知
県
教
育
委
員
会
、
一
九
七
三

年
）。

（
11
）　

高
木
靖
文
「
蟹
養
斎
教
授
法
の
一
考
察
」（『
新
潟
大
学
教
育
学

部
紀
要
』
二
六
巻
二
号
、
一
九
八
五
年
）。
な
お
尾
張
時
代
以
降
の

養
斎
の
教
学
論
に
つ
い
て
は
、
高
橋
恭
寛
「
蟹
養
斎
に
お
け
る
『
小

学
』
理
解
か
ら
見
た
初
学
教
育
へ
の
視
線
」（『
道
徳
と
教
育
』
三
三

三
号
、
二
〇
一
五
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
12
）　

た
と
え
ば
、
垂
加
神
道
を
学
ん
だ
跡
部
良
顕
（
一
六
五
八
─
一

七
二
九
）
が
既
に
『
神
道
葬
祭
家
礼
』
を
著
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で

は
「
神
道
葬
祭
の
礼
式
、
日
本
書
紀
を
稽
る
に
、
神
代
巻
に
、
素
戔

嗚
尊
柀
を
以
て
棺
を
製
玉
ふ
こ
と
、
是
れ
始
め
て
葬
礼
の
式
定
ま
る

こ
と
を
察
す
。
孝
徳
天
皇
紀
に
喪
礼
之
式
あ
り
」（
二
五
六
頁
）
と
、

天
皇
家
の
喪
祭
儀
礼
が
参
照
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
13
）　

た
と
え
ば
神
主
の
製
作
法
に
つ
い
て
は
、「
中
村
惕
斎
公
の
考

究
に
て
慥
な
る
証
拠
有
」（『
大
事
記
』
六
八
丁
ウ
）
と
あ
る
。

（
14
）　

絅
斎
の
『
家
礼
』
論
に
関
し
て
は
、
田
尻
祐
一
郎
「
絅
斎
・
強

斎
と
『
文
公
家
礼
』」（『
日
本
思
想
史
研
究
』
一
五
号
、
一
九
八
三

年
）
が
先
駆
的
成
果
で
あ
る
。

（
15
）　

ま
た
養
斎
は
門
弟
に
対
し
、『
家
礼
』
を
読
む
に
際
し
て
も

「
此
書
、
浅
見
先
生
の
点
の
本
に
て
す
ま
す
べ
し
」（『
読
書
路
径
』

一
九
一
頁
）
と
、『
家
礼
儀
節
』
等
で
は
な
く
絅
斎
校
訂
本
を
用
い

る
べ
き
と
述
べ
て
い
る
。

（
1（
）　

も
っ
と
も
「
四
葬
」
と
い
う
論
点
自
体
は
、
養
斎
の
独
見
に
か

か
る
も
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
そ
の
出
所
は
中
村
惕
斎
に
あ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
高
橋
文
博
『
近
世
の
死
生
観
』（
ぺ
り
か
ん
社
、

二
〇
〇
六
年
）。
併
せ
て
強
斎
も
ま
た
以
下
の
よ
う
に
「
四
葬
」
に

触
れ
て
い
る
が
、
養
斎
の
よ
う
に
仏
教
と
土
葬
と
を
結
び
つ
け
た
り

す
る
こ
と
は
な
く
、
あ
く
ま
で
仏
教
が
称
揚
す
る
火
葬
の
反
人
倫
性

を
あ
と
づ
け
る
議
論
の
延
長
線
上
に
言
及
さ
れ
る
に
止
ま
る
。「
先

キ
ニ
コ
チ
カ
ラ
早
ク
朽
滅
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
ト
云
モ
ノ
、
不
孝
不
仁
コ

レ
ヨ
リ
甚
シ
キ
コ
ト
ハ
ナ
イ
ゾ
。
別
シ
テ
浮
屠
火
葬
ノ
風
俗
ニ
ナ
リ

テ
ハ
、
人
ノ
子
ト
シ
テ
親
ノ
遺
骸
ヲ
火
ア
ブ
リ
ニ
シ
テ
、
何
ト
モ
オ

ボ
ヘ
ズ
、
サ
テ
モ
〳
〵
可
嘆
コ
ト
ナ
リ
。
浮
屠
ノ
説
ニ
水
葬
・
野
葬

ア
リ
。
今
誰
ト
テ
モ
親
ノ
遺
骸
ヲ
野
ニ
棄
ヨ
ト
云
ハ
ヾ
棄
ン
ヤ
。
水

ニ
投
ヨ
ト
云
ハ
ヾ
投
ン
ヤ
。
何
ト
シ
テ
水
ニ
投
ラ
レ
ウ
ゾ
。
何
ト
シ

テ
野
ニ
棄
ラ
レ
ウ
ゾ
ト
云
筈
ナ
リ
。
此
不
忍
本
心
ノ
未
嘗
息
ユ
ヱ
ナ

リ
。
然
ニ
水
野
ニ
投
棄
ル
ハ
不
忍
シ
テ
、
火
ア
ブ
リ
ニ
忍
ブ
ハ
何
タ

ル
心
ゾ
ヤ
」（『
家
礼
訓
蒙
疏
』
一
八
六
頁
）。

（
17
）　

歴
史
的
事
実
と
し
て
は
む
し
ろ
、
真
宗
の
方
こ
そ
が
火
葬
と
わ

か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
か
つ
尾
張
は
全
国
的
に
も
有
数
の
真

宗
優
勢
地
帯
で
あ
っ
た
。
に
も
拘
わ
ら
ず
こ
う
し
た
議
論
が
な
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
養
斎
が
真
宗
優
位
と
い
う
尾
張
の
特
殊
事

情
を
逆
手
に
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
火
葬
の
習
俗
を
是
正
し
て
ゆ
こ
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う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
尾
張
に
お
け

る
真
宗
民
俗
に
関
し
て
は
、
蒲
池
勢
至
『
真
宗
民
俗
史
論
』（
法
蔵

館
、
二
〇
一
三
年
）
参
照
。

（
18
）　

十
七
世
紀
に
は
、
林
家
か
ら
中
江
藤
樹
（
一
六
〇
八
─
四
八
）

に
至
る
ま
で
様
々
に
『
家
礼
』
に
即
し
た
儒
礼
の
実
践
が
試
み
ら
れ

た
が
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
一
因
は
、
未
だ
近
世
仏
教
や
諸
般
の

儀
礼
秩
序
が
確
固
た
る
も
の
と
し
て
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で

は
な
か
ろ
う
か
。
当
該
期
に
お
け
る
水
戸
藩
・
岡
山
藩
等
の
特
異
な

寺
院
整
理
の
例
も
、
お
そ
ら
く
か
よ
う
な
範
疇
の
も
と
で
再
考
さ
れ

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
併
せ
て
、
儒
仏
論
争
や
近
世
日
本
儒
家
の
排
仏

論
に
関
し
た
研
究
は
相
当
程
度
の
蓄
積
を
有
す
る
が
、
そ
こ
で
指
摘

さ
れ
て
き
た
の
は
十
七
世
紀
に
あ
っ
て
の
激
烈
な
儒
仏
間
の
論
争
が

十
八
世
紀
以
降
、
各
々
の
棲
み
わ
け
を
形
成
し
つ
つ
沈
滞
し
て
ゆ
く

過
程
で
あ
ろ
う
。
本
稿
と
の
関
わ
り
で
い
え
ば
、
寺
檀
制
の
存
在
を

認
め
た
う
え
で
儒
礼
の
遵
守
を
説
く
養
斎
の
議
論
は
、
こ
う
し
た
過

程
に
包
摂
さ
れ
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
近
世
日
本
の
儒
仏
論
争
、

排
仏
論
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
、
源
了
圓
「
近
世
儒
者
の
仏
教

観
」（
玉
城
康
四
郎
編
『
仏
教
の
比
較
思
想
論
的
研
究
』
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
七
九
年
）、
同
「
江
戸
後
期
に
お
け
る
儒
教
と
仏
教

と
の
交
渉
」（
同
編
『
江
戸
後
期
の
比
較
文
化
研
究
』
ぺ
り
か
ん
社
、

一
九
九
〇
年
）
が
体
系
的
な
労
作
で
あ
ろ
う
。

（
1（
）　

闇
斎
学
派
の
鬼
神
論
に
つ
い
て
は
、
子
安
宣
邦
『
鬼
神
論
』

（
福
武
書
店
、
一
九
九
二
年
）
参
照
。

（
20
）　

な
お
養
斎
は
、「
正
祀
／
淫
祀
」
に
つ
い
て
『
治
邦
要
旨
』
で

以
下
の
よ
う
に
詳
し
く
論
じ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
各
々
を
祀
る

こ
と
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
る
禍
福
と
い
う
論
理
が
通
底
し
て
い
る
。

「
凡
正
神
を
祭
る
べ
き
理
に
て
祭
る
を
正
祀
と
云
。
是
は
す
べ
き
こ

と
也
。
正
神
迚
も
祭
ま
じ
き
理
に
て
祭
る
を
淫
祀
と
云
。
不
正
の
神

を
ま
つ
る
は
も
と
よ
り
淫
祀
な
り
。
必
々
す
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ず
。

〔
中
略
〕
正
神
は
天
地
一
体
な
れ
ば
誠
の
道
に
違
は
ず
。
其
誠
と
ゝ

の
へ
ば
、
神
其
祭
を
う
け
、
お
の
づ
か
ら
禍
を
遁
し
、
福
を
与
る
な

り
。
正
神
迚
も
祭
ま
じ
き
理
に
て
祭
、
其
誠
た
ら
ね
ば
、
祭
り
て
も
、

祈
り
て
も
、
福
も
あ
た
へ
ず
、
災
も
の
が
れ
ず
、
も
し
福
来
ら
ば
夫

は
其
時
節
か
、
又
邪
鬼
の
入
替
り
て
福
を
与
へ
る
な
り
。〔
中
略
〕

淫
祀
を
な
し
利
を
求
れ
ば
い
よ
〳
〵
義
を
忘
れ
、
弥
天
を
尊
ま
ず
、

扨
其
福
を
も
得
ず
、
災
を
も
遁
れ
ず
、
却
て
天
に
見
放
さ
れ
、
思
ひ

寄
ぬ
災
を
得
て
、
し
か
も
甚
し
か
る
べ
し
」（
一
六
二
─
四
頁
）。

（
21
）　
「
天
道
」
が
各
身
分
を
越
え
て
、
近
世
日
本
に
広
く
普
及
し
た

価
値
基
準
と
な
っ
て
い
た
点
に
関
し
て
は
、
大
野
出
『
元
三
大
師
御

籤
本
の
研
究
』（
思
文
閣
、
二
〇
〇
九
年
）
に
詳
し
い
。

（
22
）　

も
っ
と
も
『
家
礼
』
そ
れ
自
体
は
、
諸
儀
礼
を
固
定
不
変
の
も

の
と
せ
ず
時
代
状
況
に
応
じ
た
改
変
を
認
め
る
と
い
っ
た
「
原
則
主

義
」
を
う
ち
だ
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
本
書
の
広
汎
に
わ
た
る
影

響
力
を
担
保
し
て
い
た
。
詳
し
く
は
、
吾
妻
重
二
「
近
世
儒
教
の
祭

祀
儀
礼
と
木
主
・
位
牌
」（
吾
妻
重
二
・
黄
俊
傑
編
『
東
ア
ジ
ア
世

界
と
儒
教
』
東
方
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
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（
23
）　

中
国
に
お
い
て
も
『
家
礼
』
の
実
践
は
容
易
で
な
く
、
実
際
に

は
種
々
の
困
難
を
伴
っ
た
。
だ
が
そ
の
困
難
ゆ
え
に
、
か
か
る
克

服
は
逆
に
「
士
大
夫
」
た
る
こ
と
の
威
信
を
下
支
え
す
る
役
割
を

果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
新
田
元
規
「
程

頤
・
朱
熹
の
祖
先
祭
祀
案
に
お
け
る
身
分
的
含
意
」（『
中
国
哲
学
研

究
』
二
七
号
、
二
〇
一
四
年
）。
ま
た
一
般
的
に
は
、
朱
子
学
に
対

し
て
極
め
て
厳
格
で
あ
っ
た
と
目
さ
れ
る
李
朝
朝
鮮
に
お
い
て
す
ら
、

『
家
礼
』
を
記
載
通
り
に
実
践
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
が
た
め
に

様
々
な
改
変
が
な
さ
れ
、
実
際
に
は
地
域
的
な
偏
差
等
も
伴
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
伊
藤
亜
人
「
東
ア
ジ
ア
の

社
会
と
儒
教
」（
溝
口
雄
三
ほ
か
編
『
ア
ジ
ア
か
ら
考
え
る
』
一
巻
、

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
）、
金
美
栄
「
現
実
と
原
則
の
調

和
を
追
求
し
た
退
渓
の
礼
論
」（
小
島
康
敬
編
『
礼
楽
文
化
』
ぺ
り

か
ん
社
、
二
〇
一
三
年
）
等
。

付
記　

本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
（
特
別
研
究
員
奨
励

費
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

 

（
立
命
館
大
学
大
学
院
）
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