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官
撰
儀
式
書
の
構
成
の
模
索
と
漢
籍

尾
留
川

　
方
孝

は
じ
め
に

　

儀
式
は
形
式
主
義
的
行
為
で
は
あ
る
が
、
文
化
的
政
治
的
意
義
を

も
っ
た
人
間
関
係
や
認
識
を
実
体
化
す
る
象
徴
的
表
現
で
あ
る
。
摂

関
期
の
貴
族
に
と
っ
て
儀
式
の
遂
行
は
最
も
重
要
な
職
務
の
一
つ
で

あ
り
、
過
失
な
く
実
行
す
る
た
め
に
口
伝
や
先
例
を
記
し
た
日
記
な

ど
で
各
儀
式
を
研
究
し
た
。
そ
う
し
た
中
か
ら
有
職
故
実
の
流
派
が

成
立
し
、
ま
た
私
撰
儀
式
書
が
編
纂
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
王
朝
文
化

の
規
範
の
一
つ
と
な
り
、
ま
た
な
が
く
学
問
の
対
象
と
さ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
摂
関
期
の
私
撰
儀
式
書
に
は
共
通
す
る
基
本
的
構
成
が
あ

る
の
だ
が
、
そ
れ
は
こ
れ
に
先
立
つ
律
令
期
の
官
撰
儀
式
書
で
行
わ

れ
た
全
体
の
構
成
に
つ
い
て
の
模
索
な
い
し
試
行
錯
誤
の
結
果
成
立

す
る
。
本
稿
で
は
こ
の
過
程
、
す
な
わ
ち
『
内
裏
式
』
か
ら
『
新
儀

式
』
に
い
た
る
官
撰
儀
式
書
の
全
体
の
構
成
に
関
す
る
試
行
錯
誤
な

い
し
模
索
の
過
程
を
考
察
す
る
。
儀
式
の
個
別
具
体
的
内
容
で
は
な

く
儀
式
書
の
全
体
の
構
成
、
お
も
に
各
儀
式
の
配
列
に
注
目
し
、
こ

れ
に
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
部
分
で
中
国
の

制
度
や
文
化
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
日
本
で
は
特
殊

な
地
位
に
あ
っ
た
神
祇
祭
祀
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
を
変
化
さ
せ

た
の
か
を
た
ど
り
、
儀
式
書
の
思
想
的
背
景
を
考
察
す
る）

1
（

。
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一
、
日
本
の
儀
式
書
と
中
国
の
儀
注

　

こ
れ
ま
で
儀
式
書
と
そ
こ
に
記
載
さ
れ
る
儀
式
に
つ
い
て
、
各
儀

式
の
内
容
や
成
立
お
よ
び
歴
史
的
変
遷
に
つ
い
て
の
研
究
、
各
儀
式

書
の
成
立
等
の
文
献
的
研
究
、
そ
し
て
儀
式
書
と
律
令
の
関
係
の
研

究
な
ど
が
な
さ
れ
て
き
た
。
近
年
で
は
各
儀
式
お
よ
び
儀
式
書
が
中

国
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
も
の
で
、
礼
制
度
な
い
し
礼
思

想
と
い
う
包
括
的
枠
組
み
の
導
入
で
も
あ
っ
た
と
論
じ
ら
れ
る）

2
（

。
こ

れ
に
よ
れ
ば
『
内
裏
式
』
な
ど
の
日
本
の
官
撰
儀
式
書
は
、
律
令
と

相
互
補
完
的
関
係
に
あ
っ
て
国
や
社
会
の
秩
序
を
支
え
る
中
国
の
儀

注
に
倣
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　

こ
れ
ら
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
最
初
の
官
撰
儀
式
書
と

さ
れ
る
『
内
裏
式
』
の
序
が
『
隋
書
』
経
籍
志
に
由
来
す
る
「
蓋
儀

注
興
、
其
所
由
来
久
矣
」
の
語
句
で
は
じ
ま
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ

れ
が
儀
注
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
と
す
る
。
儀
注
と
は
、『
隋
書
』
経

籍
志
や
『
旧
唐
書
』
礼
儀
志
の
文
章
や
分
類
を
根
拠
に
、
経
書
の
三

礼
と
は
区
別
さ
れ
る
『
江
都
集
礼
』『
貞
観
礼
』『
開
元
礼
』
な
ど
を

指
す
と
い
う
。
さ
ら
に
『
内
裏
式
』
や
そ
の
後
継
に
含
ま
れ
る
儀
式

の
い
く
つ
か
は
、『
開
元
礼
』
な
ど
に
依
拠
し
て
整
備
さ
れ
た
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
内
裏
式
』
以
下
の
儀
式
書

は
中
国
の
『
江
都
集
礼
』
や
『
開
元
礼
』
と
い
っ
た
儀
注
に
倣
い
成

立
し
た
と
す
る）

（
（

。

　

古
代
日
本
が
国
家
制
度
や
文
化
を
整
備
す
る
に
あ
た
っ
て
手
本
と

し
て
き
た
中
国
で
は
、
律
令
と
儀
注
に
定
め
る
礼
が
相
互
補
完
し
表

裏
一
体
と
な
り
、
国
家
の
制
度
や
秩
序
を
支
え
て
い
た
。
日
本
は
こ

れ
を
手
本
に
中
央
集
権
的
国
家
と
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
当
初
は
律
令

の
み
を
編
纂
す
る
に
と
ど
ま
り
、
こ
れ
を
補
足
す
る
施
行
細
則
の
格

式
も
ま
た
儀
注
も
と
も
に
編
纂
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
の
ち
唐
の
制

度
や
文
化
の
理
解
と
導
入
が
さ
ら
に
進
め
ら
れ
、
儀
注
が
請
来
さ
れ

た
の
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
最
初
の
官
撰
儀
式
書
が
編
纂
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
個
々
の
儀
式
が
律
令
と
と
も
国
家

の
制
度
や
秩
序
を
形
作
る
も
の
と
し
て
意
義
を
再
認
識
さ
れ
、
こ
れ

に
新
た
に
整
備
さ
れ
た
儀
式
を
加
え
ま
と
め
る
こ
と
で
儀
式
書
が
成

立
し
た
と
さ
れ
る
。

　

よ
う
す
る
に
、
中
国
の
律
令
と
儀
注
の
相
互
補
完
的
仕
組
み
を
手

本
と
し
て
、
日
本
で
は
こ
れ
ら
を
時
間
差
を
も
っ
て
導
入
し
た
。
ま

ず
律
令
の
編
纂
や
導
入
が
行
わ
れ
、
こ
れ
に
遅
れ
て
礼
思
想
も
し
く

は
礼
制
度
が
し
だ
い
に
理
解
さ
れ
浸
透
し
た
結
果
、
平
安
時
代
の
は

じ
め
に
に
儀
注
に
相
当
す
る
儀
式
書
が
成
立
し
た
の
だ
と
先
行
研
究

で
は
説
明
さ
れ
る
。
は
た
し
て
こ
う
し
た
理
解
は
妥
当
な
の
だ
ろ
う

か
。
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二
、
中
国
の
儀
注
の
内
容
と
意
義

　

礼
と
は
儒
学
で
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
る
も
の
の
一
つ
で
、『
周
礼
』

『
儀
礼
』『
礼
記
』
の
三
礼
が
経
書
と
さ
れ
る
。
礼
の
意
味
や
内
容
に

は
か
な
り
の
広
が
り
が
あ
る
の
だ
が
、『
説
文
解
字
』
で
は
「
礼
は

履
な
り
」
と
あ
り
、
ひ
と
ま
ず
人
が
踏
み
行
う
べ
き
実
体
的
行
為
、

外
形
性
が
意
識
さ
れ
る
具
体
的
行
動
規
範
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
の
実
践
は
漢
か
ら
唐
に
い
た
る
ま
で
儒
学
の
重
要
な
課
題
の
一
つ

で
あ
っ
た
。

　

礼
は
大
き
く
わ
け
れ
ば
二
つ
に
分
類
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
つ
は
、

政
治
権
力
と
は
直
接
に
は
結
び
つ
い
て
い
な
い
も
の
で
、『
礼
記
』

曲
礼
上
で
「
聖
人
作
ち
、
礼
を
為
り
て
以
て
人
に
教
へ
、
人
を
し
て

礼
有
る
を
以
て
、
自
ら
禽
獣
よ
り
別
つ
こ
と
を
知
ら
し
む
」
と
言
わ

れ
る
よ
う
に
、
実
行
者
を
禽
獣
か
ら
差
別
化
し
人
た
ら
し
め
、
ま
た

文
化
的
存
在
と
し
て
夷
狄
な
ど
か
ら
差
別
化
す
る
礼
で
あ
る
。
広
く

支
配
者
層
が
実
践
す
べ
き
行
動
規
範
で
あ
り
、『
儀
礼
』
が
多
く
論

じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
文
化
的
存
在
の
間
で
も
機
能

し
「
夫
れ
礼
は
親
疏
を
定
め
、
嫌
疑
を
決
し
、
同
異
を
別
ち
、
是
非

を
明
ら
か
に
す
る
所
以
な
り
」
と
相
互
の
差
別
化
も
す
る
。
も
う
一

つ
は
、
政
治
権
力
に
お
け
る
特
定
の
地
位
や
身
分
に
伴
う
行
動
規
範

で
あ
り
、『
周
礼
』
に
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
つ

ま
る
と
こ
ろ
官
制
と
言
え
る
も
の
で
、
各
官
人
の
職
務
を
記
し
て
い

る
の
だ
が
、
こ
れ
も
礼
と
さ
れ
る
。『
礼
記
』
王
制
な
ど
で
も
、
王

の
政
治
も
そ
の
地
位
に
特
有
の
礼
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

　

政
治
権
力
の
構
成
者
と
し
て
の
職
務
的
規
範
は
、
時
代
が
降
る
と

礼
か
ら
分
化
し
法
律
と
し
て
規
定
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
礼
は
時
代
が

降
る
と
内
容
が
限
定
さ
れ
た
も
の
に
な
る
。
漢
以
降
に
法
家
的
統
治

機
構
が
整
備
さ
れ
、
こ
れ
を
構
成
す
る
各
官
人
の
行
動
規
範
は
、
皇

帝
の
命
令
で
あ
る
律
令
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
晋
に
な

る
と
、
刑
法
と
行
政
法
を
分
類
し
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
ま
と
め
る
「
律

令
」
の
形
態
が
成
立
し
、
さ
ら
に
こ
れ
と
は
独
立
し
て
晋
礼
が
儀
注

と
し
て
編
纂
さ
れ
る
。
隋
さ
ら
に
唐
も
こ
れ
を
受
け
、
皇
帝
の
命
令

で
あ
る
律
令
を
編
纂
し
、『
周
礼
』
を
承
け
る
『
唐
六
典
』
を
編
纂

す
る
一
方
で
、
こ
れ
ら
と
は
別
に
『
開
元
礼
』
な
ど
の
儀
注
が
編
纂

さ
れ
る
。
唐
の
儀
注
は
礼
か
ら
分
化
独
立
し
た
律
令
や
官
制
は
含
ま

な
い
。
か
つ
て
は
礼
に
広
範
な
事
柄
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
儀
注
は

そ
の
全
体
で
は
な
く
て
一
部
分
を
継
承
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

こ
こ
で
全
体
が
現
存
す
る
『
開
元
礼
』
を
取
り
上
げ
、
律
令
な
ど

が
分
化
し
た
あ
と
礼
に
残
さ
れ
た
内
容
を
概
観
す
る
。『
開
元
礼
』

は
、
先
行
す
る
儀
注
に
倣
い
、
行
う
べ
き
状
況
や
対
象
の
違
い
に
よ

り
礼
を
五
つ
に
分
類
し
、
吉
・
賓
・
軍
・
嘉
・
凶
の
順
序
に
配
列
す

る
と
い
う
形
式
を
と
る
。
ま
た
内
容
の
性
質
に
注
目
す
れ
ば
二
つ
に

大
別
で
き
る
。
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一
つ
は
、
皇
帝
か
ら
六
品
以
下
に
い
た
る
支
配
者
層
の
す
べ
て
の

構
成
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
行
う
相
似
的
礼
で
あ
る
。
吉
礼
の
廟

祭
、
嘉
礼
の
加
冠
や
婚
姻
、
凶
礼
の
喪
葬
な
ど
は
、
家
の
中
で
の
立

場
や
家
の
範
囲
を
実
体
的
に
表
現
し
た
り
、
そ
の
変
化
を
明
示
し
た

り
す
る
。
皇
帝
は
宗
廟
を
祭
り
、
臣
下
も
各
々
自
分
の
祖
先
の
廟
を

祭
る
。
加
冠
や
婚
姻
や
喪
葬
も
皇
帝
か
ら
六
品
以
下
に
至
ま
で
そ
れ

ぞ
れ
行
う
。
そ
し
て
よ
り
地
位
の
高
い
者
が
よ
り
大
規
模
に
、
よ
り

地
位
の
低
い
者
は
小
規
模
に
と
、
そ
の
規
模
や
程
度
が
地
位
に
応
じ

て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
支
配
者
層
内
部
で
相
互
に
差
別
化
し
、
全
体

を
序
列
化
す
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
身
分
や
地
位
に
特
有
の
礼
で
あ
る
。
代
表
的
な
の

は
朝
賀
で
あ
る
。
朝
賀
で
は
皇
帝
は
臣
下
の
朝
賀
を
受
け
る
こ
と
で

そ
の
上
位
に
あ
る
こ
と
を
表
現
し
、
臣
下
は
朝
賀
を
す
る
順
序
に
よ

り
身
分
の
高
低
が
表
現
さ
れ
る
。
賓
礼
も
そ
の
延
長
線
上
に
あ
り
、

直
接
の
支
配
下
に
は
な
い
蕃
国
使
の
朝
賀
と
も
言
う
べ
き
内
容
に
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
関
係
が
対
立
的
で
あ
る
場
合
に
は
、
軍
礼
に
よ

り
自
身
で
ま
た
は
将
軍
を
派
遣
し
こ
れ
を
征
伐
す
る
こ
と
が
定
め
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
礼
で
主
体
と
な
る
の
は
皇
帝
に
限
定
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
に
準
じ
る
も
の
と
し
て
領
域
の
統
治
者
が
行
う

礼
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
皇
帝
は
全
世
界
を
統
治
す
る
の
で
天
地
を
祭

り
山
や
海
も
祭
る
。
諸
侯
に
比
せ
ら
れ
る
刺
史
・
県
令
等
は
諸
州
・

諸
県
で
社
稷
を
祭
る
。
こ
れ
ら
の
礼
の
主
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域

の
統
治
者
に
限
定
さ
れ
る
。
政
治
的
意
義
が
あ
り
一
部
は
律
令
と
重

な
る
が
、
人
民
を
支
配
統
治
す
る
政
治
と
は
区
別
さ
れ
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
政
治
権
力
や
そ
の
中
で
の
地
位
と
直
接
に
は
関

係
が
な
い
農
事
暦
的
行
為
が
あ
る
。
明
堂
で
時
令
を
読
む
、
農
業
神

で
あ
る
先
農
を
祭
る
、
円
丘
で
穀
物
の
実
り
を
祈
り
ま
た
雨
ご
い
を

す
る
、
織
物
の
先
蚕
も
祭
る
と
い
っ
た
も
の
だ
が
、
補
足
的
な
も
の

で
あ
る
。
あ
く
ま
で
『
開
元
礼
』
の
根
幹
は
、
支
配
者
層
の
誰
も
が

行
う
相
似
的
礼
と
、
身
分
に
特
有
の
礼
の
二
つ
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
内
容
を
持
つ
『
開
元
礼
』
が
実
現
す
る
の
は
、
つ
ま
る

と
こ
ろ
身
分
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
で
あ
る
。

　

皇
帝
が
そ
の
地
位
に
あ
る
こ
と
を
臣
下
に
認
め
さ
せ
る
こ
と
と
、

臣
下
が
地
位
や
身
分
を
承
認
さ
れ
る
こ
と
は
一
体
で
あ
る
。
臣
下
が

自
身
の
地
位
を
認
め
さ
せ
る
根
拠
と
し
て
冠
婚
葬
祭
な
ど
の
礼
を
用

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
皇
帝
が
す
る
冠
婚
葬
祭
を
も
正
当
化

の
根
拠
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
そ
の
規
模
は
よ
り
大

き
い
た
め
、
皇
帝
が
よ
り
高
い
地
位
に
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と

に
な
る
。
諸
侯
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
刺
史
や
県
令
は
社
稷
を
祭
る
こ

と
で
そ
の
領
域
の
統
治
者
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
が
、
こ
れ
も
同

時
に
そ
れ
ら
を
全
て
含
む
天
地
を
祭
る
皇
帝
が
全
世
界
の
統
治
者
で

あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
に
な
る
。
臣
下
が
自
身
の
地
位
を
認
め

さ
せ
る
べ
く
礼
を
行
う
こ
と
が
、
結
果
と
し
て
礼
を
行
う
皇
帝
の
地

位
を
認
め
る
こ
と
に
も
な
る
。
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皇
帝
の
地
位
の
正
当
化
は
礼
で
構
築
さ
れ
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
中

に
自
身
を
組
み
込
む
こ
と
で
実
現
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
儀
注
は
身
分

の
低
い
者
だ
け
を
規
定
す
る
の
で
も
、
身
分
の
高
い
も
の
の
み
を
規

定
す
る
の
で
も
な
い
。
身
分
の
低
い
人
か
ら
高
い
人
ま
で
、
皇
帝
を

含
め
支
配
者
層
の
全
体
を
包
括
し
規
定
す
る
か
ら
、
儀
注
は
特
有
の

意
義
を
持
つ
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
儀
注
は
皇
帝
を
含
む
す
べ
て
の

官
人
の
礼
を
そ
れ
ぞ
れ
規
定
し
、
身
分
の
上
下
関
係
の
体
系
を
制
度

と
し
て
構
築
し
再
生
産
す
る
と
と
も
に
、
各
人
が
そ
の
ヒ
エ
ラ
ル

キ
ー
の
ど
こ
に
位
置
す
る
の
か
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
皇
帝
か
ら
臣
下
の
各
々
が
、
礼
の
独
立
し
た
主

体
と
な
る
か
ら
こ
そ
、
相
互
に
差
別
化
さ
れ
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
作
る
。

　
『
開
元
礼
』
は
律
令
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
こ
と
を
補
完
す
る

も
の
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
。
律
令
は
国
家
の
官
制
や
運
営
方
法
を
規

定
す
る
が
、
つ
ま
る
こ
と
ろ
皇
帝
の
命
令
の
恒
常
化
し
た
も
の
だ
か

ら
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
皇
帝
が
皇
帝
と
し
て
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
効

果
を
生
じ
な
い
。
皇
帝
で
あ
る
と
認
め
さ
せ
る
根
拠
こ
そ
律
令
で
は

回
収
し
き
れ
な
い
「
礼
」
の
観
念
で
あ
り
、
そ
れ
を
記
し
た
の
が

『
開
元
礼
』
な
ど
の
儀
注
で
あ
る
。

三
、
日
本
の
儀
式
書
と
歳
時

　

日
本
の
官
撰
儀
式
書
所
収
の
各
儀
式
の
具
体
的
次
第
に
つ
い
て
は
、

釈
奠
で
最
も
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
た
し
か
に
『
開
元
礼
』

な
ど
の
儀
注
に
倣
っ
て
い
る
と
確
認
で
き
る）

4
（

。
し
か
し
、
全
体
の
構

成
す
な
わ
ち
ど
の
よ
う
な
儀
式
が
記
載
さ
れ
る
か
、
ま
た
そ
れ
ら
が

ど
の
よ
う
な
順
序
に
配
列
さ
れ
る
か
と
い
っ
た
点
は
儀
注
と
大
き
く

異
な
る
。
儀
式
書
の
構
成
は
、
全
体
の
配
列
が
五
礼
に
分
類
さ
れ
て

お
ら
ず
、
実
施
さ
れ
る
日
付
順
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
儀
注
に
は
な

い
節
日
と
政
務
的
内
容
が
掲
載
さ
れ
る
一
方
、
臣
下
が
主
体
と
な
っ

て
各
自
で
行
う
も
の
が
な
い
と
い
っ
た
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

日
本
の
儀
式
書
の
性
質
を
探
る
糸
口
に
な
る
。

　
『
内
裏
式
』
の
全
体
の
配
列
は
、
詳
し
く
は
以
下
の
通
り
で
あ
る）

（
（

。

『
内
裏
式
』
は
全
三
巻
で
、
上
巻
と
中
巻
で
は
正
月
の
朝
賀
か
ら
は

じ
ま
っ
て
重
陽
の
節
日
、
十
一
月
新
嘗
、
十
二
月
大
儺
と
日
付
順
に

各
儀
式
が
配
列
さ
れ
、
下
巻
で
は
任
官
な
ど
臨
時
の
儀
式
が
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
日
付
順
の
配
列
は
雑
令
の
節
日
条
に
由
来
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
『
類
聚
国
史
』
で
は
こ
れ
ら
節
日
を
巻
第
七
十
か

ら
巻
第
七
十
五
に
歳
時
部
と
し
て
ま
と
め
て
い
る）

6
（

。
つ
ま
り
『
内
裏

式
』
は
節
日
に
朝
賀
や
大
儺
と
い
っ
た
儀
式
を
加
え
歳
時
と
し
て
構

成
し
、
臨
時
の
も
の
を
別
に
ま
と
め
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
構
成
に
な
っ
た
の
は
、
礼
の
意
義
が
十
分
に
咀
嚼
さ
れ

ず
に
い
た
た
め
、
す
で
に
受
容
さ
れ
て
い
た
雑
令
の
節
日
条
を
と
り

あ
え
ず
土
台
に
し
た
に
す
ぎ
ず
、
礼
の
理
解
と
導
入
が
さ
ら
に
進
め

ば
性
質
に
よ
る
分
類
が
な
さ
れ
儀
注
の
構
成
に
近
づ
く
と
も
考
え
ら
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れ
る
が
、
実
際
に
は
そ
う
は
な
ら
な
い
。

　
『
内
裏
式
』
の
の
ち
に
編
纂
さ
れ
た
『
貞
観
儀
式
』
は
全
十
巻
で
、

巻
第
一
に
祈
年
祭
儀
、
春
日
祭
儀
以
下
、
朝
廷
外
に
あ
る
神
社
へ
の

祭
祀
が
あ
り
、
巻
第
二
か
ら
巻
第
四
に
践
祚
大
嘗
祭
儀
が
あ
る
。
巻

第
五
で
正
月
八
日
講
最
勝
王
経
儀
、
鎮
魂
祭
儀
以
下
、
朝
廷
で
の
神

事
と
続
き
、
そ
の
最
後
に
譲
国
儀
、
天
皇
即
位
儀
、
立
皇
后
儀
な
ど

が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
は
主
に
神
祇
祭
祀
に
関
わ
る
も
の

で
、
重
要
性
と
文
章
量
か
ら
践
祚
大
嘗
祭
を
独
立
し
た
グ
ル
ー
プ
に

し
、
ほ
か
の
儀
式
も
中
心
と
な
る
場
所
に
よ
っ
て
朝
廷
内
と
朝
廷
外

の
二
つ
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
日
付
順
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
儀
式

の
性
質
に
し
た
が
っ
て
分
類
し
よ
う
と
す
る
編
纂
の
姿
勢
が
見
ら
れ

る
。
そ
れ
か
ら
巻
第
六
以
降
に
『
内
裏
式
』
を
承
け
た
歳
時
が
並

び
、
巻
第
十
の
後
半
か
ら
臨
時
の
政
務
、
遣
唐
使
や
将
軍
の
派
遣
と

い
っ
た
対
外
的
な
も
の
が
並
べ
ら
れ
る
。
全
体
と
し
て
は
こ
う
し
た

配
列
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
細
か
く
見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
末
に

は
『
内
裏
式
』
を
承
け
た
儀
式
に
続
け
て
新
し
く
成
立
し
た
儀
式
が

適
宜
追
加
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
構
成
に
な
っ
て
い
て
、
必
ず
し
も
整

理
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
さ
ら
な
る
整
理
と
編
集
を
予
想
さ
せ

る
。

　
『
貞
観
儀
式
』
の
最
大
の
特
徴
は
『
内
裏
式
』
が
日
付
順
の
歳
時

と
し
て
構
成
さ
れ
る
の
に
対
し
、
こ
れ
に
神
祇
祭
祀
お
よ
び
こ
れ
に

準
じ
る
も
の
の
グ
ル
ー
プ
を
あ
ら
た
に
加
え
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

神
祇
祭
祀
は
お
お
む
ね
儀
注
に
あ
る
天
地
の
祭
祀
に
相
当
す
る
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
を
核
に
増
補
し
て
、
他
の
儀
式
も
種
類
別

に
配
列
し
直
す
な
ら
ば
、
儀
注
に
準
じ
た
五
礼
の
構
成
に
な
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
実
際
に
は
、
続
い
て
編
纂
さ
れ
た
『
延
喜
儀
式
』
で
も
、

全
体
の
構
成
は
五
礼
や
そ
れ
に
準
じ
る
分
類
に
向
か
っ
て
い
な
い
。

『
延
喜
儀
式
』
は
散
逸
し
て
い
る
が
逸
文
の
ほ
か
に
目
次
が
残
さ
れ

て
い
る
の
で
全
体
の
構
成
は
わ
か
る
。

　
『
延
喜
儀
式
』
は
、『
貞
観
儀
式
』
が
整
理
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い

難
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
完
成
形
と
言
い
う
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

巻
第
一
に
神
事
が
ま
と
め
ら
れ
、
巻
第
二
か
ら
巻
第
四
ま
で
践
祚
大

嘗
祭
儀
、
巻
第
五
は
即
位
儀
、
譲
国
儀
、
立
皇
后
儀
、
立
皇
太
子
儀
、

さ
ら
に
任
参
議
已
上
儀
と
い
っ
た
国
家
に
お
け
る
重
要
な
地
位
の
変

化
に
関
わ
る
も
の
が
置
か
れ
る
。
そ
れ
か
ら
巻
第
六
は
元
正
朝
賀
儀

か
ら
は
じ
ま
る
一
月
の
儀
式
、
巻
第
七
は
二
月
の
春
夏
季
禄
目
録
儀

か
ら
五
月
の
観
騎
射
儀
ま
で
、
巻
第
八
は
七
月
の
相
撲
儀
か
ら
十
二

月
の
大
儺
儀
ま
で
恒
例
の
歳
時
が
並
ぶ
。
そ
し
て
最
後
に
臨
時
の
儀

式
が
ま
と
め
ら
れ
る
。
巻
第
九
で
は
朝
堂
儀
、
告
朔
儀
、
五
位
已
上

表
儀
、
飛
駅
儀
、
固
開
関
儀
な
ど
の
国
内
政
務
に
関
す
る
も
の
が

あ
り
、
巻
第
十
に
は
賜
将
軍
節
刀
儀
、
賜
遣
唐
使
節
刀
儀
、
渤
海
国

使
進
王
啓
并
信
物
儀
と
い
っ
た
対
外
的
行
為
と
、
挙
哀
儀
、
弔
喪
儀
、

贈
品
位
儀
の
凶
礼
に
関
わ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
『
貞
観
儀
式
』
で
は
朝
廷
内
神
事
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
た
が
、『
延

日本思想史学48-論文-尾留川方孝氏【再校】　　［出力］ 2016年9月30日　午後4時26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



105　官撰儀式書の構成の模索と漢籍

喜
儀
式
』
で
は
こ
れ
を
解
体
し
、
神
事
の
グ
ル
ー
プ
は
一
つ
に
な

る
。『
貞
観
儀
式
』
で
朝
廷
内
神
事
の
グ
ル
ー
プ
に
あ
っ
た
儀
式
は
、

『
延
喜
儀
式
』
で
は
神
事
か
朝
廷
歳
時
に
移
動
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
歳
時
の
グ
ル
ー
プ
で
は
各
儀
式
が
日
付
順
に
整
然
と
並
べ
ら
れ
前

後
す
る
こ
と
が
な
い
。
朝
廷
で
の
地
位
に
関
わ
る
も
の
も
一
つ
に
ま

と
め
ら
れ
、
ま
ず
天
皇
の
践
祚
大
嘗
祭
が
あ
り
、
つ
ぎ
に
譲
位
、
そ

の
あ
と
に
皇
后
・
皇
太
子
、
さ
ら
に
臣
下
と
続
き
、
尊
卑
の
順
に
整

然
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
臨
時
の
儀
式
も
、
国
内
政
務
に
関
わ
る
儀

式
、
友
好
的
お
よ
び
対
立
的
の
双
方
を
含
む
対
外
的
性
格
を
持
つ
儀

式
、
さ
ら
に
凶
礼
に
関
わ
る
儀
式
と
、
性
格
に
よ
り
分
類
さ
れ
て
い

る
。
全
十
巻
で
あ
る
こ
と
は
『
貞
観
儀
式
』
と
変
わ
ら
な
い
が
、
大

き
な
分
類
、
そ
の
中
で
の
細
か
い
配
列
と
も
に
、
儀
式
の
性
質
・
性

格
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
ら
れ
て
い
て
、『
貞
観
儀
式
』
と
比

較
し
整
然
と
し
た
配
列
に
な
っ
て
い
る
。

　
『
延
喜
儀
式
』
は
こ
の
よ
う
に
整
然
と
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
五

礼
で
構
成
さ
れ
る
儀
注
と
は
依
然
と
し
て
異
質
で
あ
る
。
神
事
は
あ

く
ま
で
屹
立
し
た
グ
ル
ー
プ
で
、
五
礼
の
一
つ
と
し
て
相
対
化
さ
れ

る
こ
と
も
な
い
。
山
陵
祭
祀
や
大
儺
は
実
施
時
期
が
決
ま
っ
て
い
る

た
め
歳
時
と
さ
れ
、
賜
将
軍
節
刀
儀
な
ど
は
臨
時
の
こ
と
と
さ
れ
、

こ
れ
ら
の
儀
式
を
中
国
の
儀
注
の
よ
う
に
吉
礼
や
軍
礼
と
し
て
分
類

す
る
こ
と
は
な
い
。
分
類
と
配
列
に
関
し
て
儀
注
を
模
範
と
し
て
は

い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
『
延
喜
儀
式
』
は
高
い
完
成
度
を
持
っ
て
い
た
が
成
立
後
に
用

い
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で）

（
（

、
ほ
ど
な
く
『
新
儀
式
』
が
成
立
す
る）

8
（

。

『
新
儀
式
』
も
全
文
は
伝
わ
ら
な
い
が
、
現
存
部
分
と
諸
書
に
引
か

れ
る
逸
文
か
ら
そ
の
構
成
は
、
巻
一
か
ら
巻
三
は
恒
例
年
中
行
事
、

巻
四
と
巻
五
は
臨
時
行
事
、
巻
六
は
臨
時
大
儀
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
歳
時
と
臨
時
の
二
つ
の
み
に
分
類
し
て
い
る
。『
貞
観
儀
式
』

で
新
た
に
加
え
ら
れ
『
延
喜
儀
式
』
で
一
つ
に
統
合
さ
れ
た
神
事
の

グ
ル
ー
プ
は
解
体
さ
れ
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
た
各
祭
祀
は
歳
時
の

な
か
に
他
の
儀
式
と
同
じ
よ
う
に
配
列
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

よ
う
す
る
に
『
内
裏
式
』
か
ら
『
新
儀
式
』
に
い
た
る
官
撰
儀
式

書
の
構
成
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
た
。
最
初
の
『
内
裏

式
』
は
歳
時
と
し
て
構
成
さ
れ
た
。『
貞
観
儀
式
』
で
あ
ら
た
に
神

事
が
独
立
し
た
グ
ル
ー
プ
と
し
て
加
え
ら
れ
た
も
の
の
、『
延
喜
儀

式
』
で
縮
小
さ
れ
、『
新
儀
式
』
に
至
っ
て
神
事
の
グ
ル
ー
プ
そ
の

も
の
を
解
体
し
、
儀
式
の
性
質
に
か
か
わ
ら
ず
全
体
を
『
内
裏
式
』

と
同
じ
よ
う
に
歳
時
と
し
て
再
構
成
し
た
。
神
事
を
取
り
込
む
と
い

う
大
き
な
変
化
が
あ
る
が
、
歳
時
と
し
て
構
成
し
よ
う
と
す
る
指
向

性
は
官
撰
儀
式
書
に
一
貫
し
て
い
て
い
る
。

　

そ
し
て
諸
儀
式
を
歳
時
へ
と
収
斂
さ
せ
た
こ
の
構
成
は
、
こ
れ
以

降
に
現
れ
る
私
撰
儀
式
書
で
踏
襲
さ
れ
る
。『
西
宮
記
』『
北
山
抄
』

『
九
条
年
中
行
事
』『
小
野
宮
年
中
行
事
』
な
ど
み
な
同
様
で
、
臨
時

の
こ
と
は
さ
ま
ざ
ま
に
分
類
・
配
列
さ
れ
る
が
、
時
期
の
決
ま
っ
て
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い
る
も
の
は
歳
時
と
し
て
配
列
し
、
そ
の
あ
と
に
臨
時
を
置
く
こ
と

は
変
わ
ら
な
い
。『
内
裏
式
』
か
ら
『
新
儀
式
』
に
い
た
る
官
撰
儀

式
書
で
は
全
体
の
構
成
が
変
遷
し
た
が
、
こ
れ
以
降
全
体
の
構
成
が

大
き
く
変
化
す
る
こ
と
は
な
い
。

四
、
唐
で
の
歳
時
と
礼
の
関
係

　

唐
で
の
分
類
に
よ
れ
ば
歳
時
と
礼
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

日
本
に
も
請
来
さ
れ
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
を
は
じ
め
ひ
ろ
く
利
用

さ
れ
た
類
書
『
芸
文
類
聚
』
で
の
分
類
を
見
れ
ば
、
節
日
を
は
じ
め

と
す
る
歳
時
と
礼
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
質
な
も
の
認
識
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
『
芸
文
類
聚
』
は
以
下
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
。
ま
ず
最
初
に
天

地
に
関
す
る
も
の
が
置
か
れ
る
。
第
一
巻
と
第
二
巻
は
天
部
で
天
、

日
、
月
、
雨
、
雷
な
ど
が
あ
る
。
第
三
巻
か
ら
第
五
巻
が
歳
時
部
で
、

春
夏
秋
冬
、
元
正
、
寒
食
、
三
月
三
、
五
月
五
な
ど
が
並
ぶ
。
第
六

巻
か
ら
第
十
巻
は
地
部
、
州
部
、
山
部
、
水
部
な
ど
の
項
目
が
立
て

ら
れ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
人
に
関
す
る
も
の
が
置
か
れ
る
。
第
十
一
巻

か
ら
第
十
六
巻
ま
で
が
帝
王
部
お
よ
び
后
妃
部
と
儲
宮
部
、
第
十
七

巻
か
ら
第
三
十
七
巻
が
人
部
で
、
人
の
頭
、
耳
な
ど
の
人
体
を
構
成

す
る
各
部
分
、
聖
賢
忠
孝
な
ど
の
徳
目
や
性
質
に
関
す
る
も
の
な
ど
、

最
後
に
隠
逸
と
続
く
。
そ
し
て
そ
の
あ
と
第
三
十
八
巻
か
ら
第
四
十

巻
に
礼
部
が
あ
り
、
そ
の
内
容
は
儀
注
と
基
本
的
に
一
致
す
る
。
さ

ら
に
第
四
十
一
巻
か
ら
第
四
十
四
巻
に
礼
と
関
連
の
深
い
楽
部
が
続

く
。
第
四
十
五
巻
か
ら
第
五
十
巻
に
職
官
部
が
置
か
れ
る
の
だ
が
、

こ
れ
は
官
制
に
関
す
る
も
の
で
お
お
む
ね
『
唐
六
典
』
に
対
応
す
る

内
容
で
あ
る
。
第
五
十
二
巻
か
ら
治
政
部
、
刑
法
部
が
続
き
、
第
五

十
九
巻
と
第
六
十
巻
が
そ
れ
ぞ
れ
武
部
と
軍
器
部
で
あ
る
。
そ
し
て

衣
食
住
や
生
活
文
化
を
支
え
る
道
具
と
な
る
。
第
六
十
一
巻
か
ら
居

処
部
、
産
業
部
、
衣
冠
部
、
儀
飾
部
以
下
多
様
な
も
の
が
あ
る
。
第

九
十
巻
か
ら
は
鳥
部
・
獣
部
・
鱗
介
部
な
ど
動
物
類
が
あ
り
、
最
後

の
第
九
十
八
巻
か
ら
第
百
巻
で
、
祥
瑞
部
と
災
異
部
の
特
異
現
象
が

置
か
れ
る
。
こ
う
し
た
構
成
は
『
初
学
記
』
で
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

　

歳
時
部
が
天
部
と
地
部
の
あ
い
だ
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
端

的
に
示
す
よ
う
に
、
歳
時
や
節
日
は
自
然
環
境
の
循
環
的
変
化
で
あ

る
四
季
の
移
り
変
わ
り
の
こ
と
に
分
類
さ
れ
、
ま
た
こ
の
変
化
へ
対

す
る
人
の
対
応
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
一
方
、
礼
は
自
然
環
境

と
対
置
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
人
に
分
類
さ
れ
、
し
か
も
人
を
単
独
で
と

ら
え
る
の
で
な
く
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
る
グ
ル
ー
プ
の
最
初
に
置

か
れ
、
職
官
と
も
区
別
さ
れ
る
。
礼
は
自
然
環
境
や
自
然
現
象
と
は

直
接
は
関
係
の
な
い
、
人
の
構
成
す
る
関
係
に
つ
い
て
の
事
柄
で
あ

る
。
歳
時
や
節
日
と
礼
は
配
置
さ
れ
る
位
置
か
ら
も
全
く
性
質
が
異

な
る
も
の
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ち
な
み
に

『
開
元
礼
』
は
歳
時
の
中
核
を
な
す
節
日
を
含
ま
な
い
。
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107　官撰儀式書の構成の模索と漢籍

　

先
行
研
究
で
は
、
唐
の
律
令
を
模
倣
し
て
ま
ず
日
本
の
律
令
が
編

纂
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
唐
の
文
化
や
制
度
の
理
解
の
深
ま
り
の
の
ち
、

儀
注
に
倣
い
官
撰
儀
式
書
が
編
纂
さ
れ
た
と
さ
れ
て
き
た
が
、
全
体

の
構
成
に
関
す
る
限
り
日
本
の
官
撰
儀
式
書
は
中
国
の
儀
注
を
模
倣

し
て
い
な
い
。
歳
時
と
礼
は
性
質
が
異
な
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、

礼
で
は
な
く
歳
時
と
し
て
構
成
し
た
も
の
が
日
本
の
官
撰
儀
式
書
な

の
で
あ
る
。
そ
の
意
義
も
当
然
唐
に
お
け
る
礼
と
は
異
な
っ
た
も
の

に
な
る
。

五
、
日
本
で
の
儀
式
の
実
行
主
体

　

日
本
の
儀
式
書
に
は
、
構
成
要
素
の
有
無
に
関
し
て
も
二
つ
の
特

徴
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
唐
の
儀
注
と
異
な
り
、
日
本
の
儀
式
書
に
は

政
務
的
内
容
の
儀
式
あ
り
、
か
つ
臣
下
が
そ
れ
ぞ
れ
主
体
と
な
っ
て

行
う
儀
式
が
な
い
。
な
ぜ
こ
う
し
た
特
徴
が
あ
る
の
か
、
儀
式
の
主

体
は
誰
な
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　
『
開
元
礼
』
で
は
、
皇
帝
か
ら
六
品
以
下
に
至
る
ま
で
み
な
独
立

し
た
礼
の
実
行
主
体
で
あ
り
、
廟
祭
・
喪
葬
な
ど
の
方
法
や
規
模
が

そ
れ
ぞ
れ
身
分
に
応
じ
て
規
定
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
の
儀
式

書
に
は
、
臣
下
が
独
立
し
た
主
体
と
し
て
実
行
す
る
儀
式
が
な
い
。

婚
姻
や
加
冠
元
服
は
誰
も
が
行
う
こ
と
な
の
に
、
立
后
や
皇
太
子
元

服
な
ど
が
あ
る
だ
け
で
、
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
臣
下
の
行
う
儀
式
は

記
載
さ
れ
な
い）

（
（

。

　

で
は
儀
式
書
に
載
せ
ら
れ
る
各
儀
式
の
実
行
主
体
は
誰
な
の
か
。

そ
れ
は
『
内
裏
式
』
と
い
う
書
名
が
端
的
に
表
し
て
い
る
。「
内
裏
」

は
国
家
権
力
の
頂
点
な
い
し
中
心
に
あ
る
天
皇
の
居
住
空
間
で
あ
り
、

同
時
に
天
皇
自
身
の
こ
と
ま
た
は
そ
の
権
限
・
権
力
を
意
味
し
て
い

る
。『
内
裏
式
』
の
成
立
し
た
頃
、
天
皇
の
私
的
で
閉
鎖
的
な
空
間

か
ら
、
よ
り
開
放
的
な
政
治
的
空
間
へ
と
変
化
し
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
内
裏
と
は
天
皇
個
人
で
は
な
く
天
皇
を
中
心
と
す
る
中
央
集
権

の
核
心
な
い
し
権
力
中
枢
を
意
味
す
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、『
延
喜
式
』
に
あ
る
儀
式
書
へ
の
言
及
か
ら
も
う

か
が
わ
れ
る
。『
延
喜
式
』
で
は
儀
式
に
関
す
る
規
定
も
盛
り
込
ま

れ
て
い
る
が
、
儀
式
書
を
念
頭
に
「
事
は
儀
式
に
見
ゆ
」
と
注
を
付

け
詳
細
は
記
し
て
い
な
い）

10
（

。
こ
う
し
た
条
文
の
多
寡
は
、
そ
の
ま
ま

そ
の
官
職
の
儀
式
書
に
記
載
さ
れ
た
儀
式
へ
の
関
与
の
程
度
を
あ
ら

わ
し
て
い
る
。
こ
の
注
記
が
最
も
多
い
の
は
権
力
中
枢
で
あ
る
太
政

官
で
あ
る
。『
西
宮
記
』『
北
山
抄
』『
九
条
年
中
行
事
』『
小
野
宮
年

中
行
事
』『
新
撰
年
中
行
事
』『
師
元
年
中
行
事
』
な
ど
私
撰
儀
式
書

の
ほ
と
ん
ど
が
大
臣
や
大
納
言
・
外
記
と
い
っ
た
太
政
官
の
構
成
員

の
手
に
な
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
関
与
の
程
度
の
高
さ
が
理
解
さ
れ

る
。
そ
し
て
太
政
官
に
続
く
の
は
、
権
力
の
意
思
を
決
定
し
示
す
詔

勅
立
案
に
関
わ
る
中
務
省
で
あ
る
。
中
務
省
の
「
中
」
の
文
字
は
禁

中
の
意
と
さ
れ
、『
内
裏
式
』
の
名
称
と
の
つ
な
が
り
も
感
じ
さ
せ
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る
。
儀
式
は
こ
う
し
た
権
力
中
枢
に
い
る
人
々
が
一
体
と
な
っ
て
行

う
。

　

日
本
の
政
治
的
権
力
集
団
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
力
を
も
つ
畿
内

の
氏
族
の
連
合
体
に
由
来
す
る
が
、
律
令
制
を
導
入
し
て
天
皇
を
頂

点
と
す
る
中
央
集
権
的
国
家
を
目
指
し
、
氏
族
の
単
な
る
集
合
体
で

あ
る
こ
と
を
越
え
よ
う
と
し
た
。
そ
の
権
力
や
権
威
は
、
天
皇
を
頂

点
に
し
て
各
氏
族
が
自
ら
官
人
と
し
て
仕
え
支
え
る
と
い
う
一
つ
の

協
働
作
業
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
有
力
氏
族
の
単
な
る
集
合
を
超
越

す
る
も
の
と
し
て
実
現
す
る
。
儀
式
の
主
体
は
こ
う
し
た
権
力
集
団

で
あ
り
、
儀
式
は
自
分
た
ち
の
相
互
関
係
を
再
構
築
し
集
団
全
体
の

権
威
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
協
働
で
あ
る
。

　

儀
式
書
に
政
務
的
内
容
が
含
ま
れ
る
と
い
う
中
国
の
儀
注
に
は
見

ら
れ
な
い
特
徴
も
、
こ
の
範
疇
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
。
日
本
の
儀

式
書
は
権
力
中
枢
が
主
体
と
な
る
行
為
の
規
定
で
あ
り
、
そ
の
意
味

で
政
治
と
重
な
る
。
奏
詔
書
儀
や
少
納
言
尋
常
奏
儀
、
固
関
な
ど
の

政
務
的
行
為
は
や
は
り
天
皇
に
代
表
さ
れ
る
権
力
中
枢
に
特
有
の
も

の
だ
か
ら
儀
式
書
に
記
載
さ
れ
る
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。『
新

儀
式
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
成
立
し
た
最
初
期
の
私
撰
儀
式
書
『
本
朝

月
令
』
が
、『
令
集
解
』
や
『
政
事
要
略
』
な
ど
律
令
や
政
治
に
関

わ
る
も
の
を
編
纂
し
た
明
法
家
の
家
系
の
者
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
か
ら
も
、
儀
式
と
政
治
の
連
続
性
も
し
く
は
隣
接
性
が

う
か
が
わ
れ
る
。
さ
ら
に
日
本
で
は
唐
と
は
異
な
り
歳
時
は
休
暇
と

な
ら
ず
、
朝
廷
の
公
務
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
日
本
の
儀
式
書
は
権
力
中
枢
に
特
有
の
こ
と
を
規
定

す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
儀
注
と
は
当
然
性
質
が
異
な
る
。
儀
注
は

朝
廷
の
構
成
者
を
独
立
し
た
主
体
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
ぞ
れ
が
行
う

べ
き
礼
を
規
定
し
、
身
分
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
構
築
す
る
。
こ
れ
が

天
子
や
王
の
命
令
が
礼
か
ら
分
化
し
て
律
令
と
な
っ
た
あ
と
に
な
お

残
る
礼
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
の
儀
式
書
に
載
せ
ら
れ

る
儀
式
は
権
力
中
枢
に
特
有
の
協
働
的
行
為
で
あ
る
。
儀
式
は
各
人

が
独
立
し
た
主
体
と
し
て
行
う
も
の
は
な
く
、
天
皇
や
大
臣
等
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
権
力
集
団
が
協
働
し
実
行
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て

儀
式
は
官
人
同
士
や
天
皇
と
官
人
の
身
分
や
地
位
の
差
別
化
を
必

ず
し
も
も
た
ら
さ
な
い
。
朝
賀
は
身
分
の
差
別
を
表
現
し
て
い
る
が
、

そ
れ
以
上
に
参
加
者
全
員
が
ひ
と
つ
の
朝
廷
を
構
成
し
て
い
る
こ
と

を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
開
元
礼
』
な
ど
の
儀
注
の
影
響

に
よ
り
日
本
で
儀
式
書
が
編
纂
さ
れ
た
も
の
の
、
唐
に
あ
る
よ
う
な

礼
に
基
づ
く
身
分
秩
序
や
こ
れ
に
基
づ
く
皇
帝
の
正
統
性
の
表
現
は
、

日
本
で
は
成
り
立
っ
て
い
な
い
。

六
、
儀
式
書
と
『
礼
記
』
月
令

　

こ
こ
で
再
び
儀
式
書
の
名
称
に
注
目
し
た
い
。
官
撰
儀
式
書
は
最

初
の
『
内
裏
式
』
が
す
で
に
歳
時
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
神
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事
を
含
め
て
歳
時
と
し
て
再
構
成
し
後
世
に
継
承
さ
れ
る
形
式
と
な

っ
た
の
は
『
新
儀
式
』
で
あ
る
。
た
だ
歳
時
へ
の
一
本
化
は
こ
れ
よ

り
早
く
私
撰
儀
式
書
『
本
朝
月
令
』
に
は
じ
ま
る）

11
（

。
こ
の
名
前
は

『
礼
記
』
月
令
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る）

12
（

。

　
『
礼
記
』
月
令
は
、
孟
春
か
ら
季
冬
ま
で
の
十
二
ヶ
月
を
季
節
の

順
に
並
べ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
月
の
典
型
的
出
来
事
や
特
徴
的

出
来
事
、
太
陽
を
は
じ
め
と
す
る
天
文
の
こ
と
、
気
温
や
風
な
ど
の

天
候
の
こ
と
、
植
物
や
動
物
の
活
動
の
こ
と
な
ど
自
然
環
境
の
様
子

が
描
写
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
天
子
ま
た
は
王
が
そ
う
し
た
中
で

ど
の
よ
う
な
行
為
を
す
る
べ
き
な
の
か
、
ど
の
よ
う
に
命
令
を
発
す

る
べ
き
な
の
か
を
述
べ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
に
適
合
す
る
こ
と
を

命
じ
る
べ
き
と
さ
れ
、
も
し
も
季
節
に
合
わ
な
い
命
令
を
出
し
て
し

ま
う
と
天
候
不
順
や
疫
病
や
反
乱
や
植
物
の
成
育
不
良
な
ど
の
問
題

が
生
じ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
内
容
か
ら
二
つ
の
こ
と
が
言
え
る
。
一
つ
は
季
節
順
の

歳
時
と
し
て
構
成
さ
れ
る
こ
と）

1（
（

、
も
う
一
つ
は
そ
の
命
令
も
し
く
は

実
行
者
が
天
子
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

全
体
の
構
成
の
基
調
に
あ
る
の
は
自
然
環
境
の
循
環
的
変
化
す
な

わ
ち
四
季
の
移
り
変
わ
り
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
受
け
と
め
た
う

え
で
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
ま
た
活
用
す
る
か
を
述
べ
て
い
る
。
礼

は
そ
の
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、『
礼
記
』
礼
器
で
「
礼
は
時
を

大
な
り
と
為
す
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
行
動
で
あ
れ

ま
ず
実
行
す
る
時
期
が
重
要
で
あ
る
。
農
事
に
関
す
る
行
動
が
も
っ

と
も
理
解
し
や
す
い
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
政
治
や
祭
祀
な
ど
も
、

行
う
の
に
適
切
な
季
節
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
人
の
行
為
に
対
し

て
自
然
環
境
も
反
応
し
、
も
し
く
は
自
然
環
境
に
人
が
影
響
を
与
え
、

そ
の
結
果
が
人
に
返
っ
て
く
る
。
災
害
を
防
ぎ
収
穫
を
得
る
た
め
に

は
、
季
節
を
見
極
め
そ
の
時
々
に
必
要
な
行
為
を
適
宜
実
行
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。
取
る
べ
き
行
為
は
自
然
の
状
況
に
よ
っ
て
制
約

さ
れ
る
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
天
子
・
王
と
い
え
ど
も
自
然
と
無
関

係
な
恣
意
的
行
為
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
時
令
思
想
に
基
づ
い

て
い
る
の
で
、
命
令
や
行
為
の
性
質
に
よ
っ
て
分
類
す
る
の
で
は
な

く
、
す
べ
て
が
季
節
順
に
配
列
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
自
然
の
変
化
に
適
切
に
応
じ
て
王
は
命
令
を
出
す
と
い

う
考
え
が
前
提
に
あ
る
と
、
そ
の
命
令
は
天
候
の
調
和
と
か
農
作
物

の
実
り
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
格
別
の
意
味
を
持
つ
。
命
令
や
行

為
の
内
容
を
恣
意
的
に
決
定
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
季
節
に
応

じ
て
命
令
す
る
こ
と
が
王
を
王
た
ら
し
め
る
。『
礼
記
』
月
令
は
命

じ
る
王
に
特
有
の
こ
と
と
し
て
構
成
さ
れ
、
卿
大
夫
は
王
に
従
う
者

で
あ
っ
て
独
立
し
た
主
体
に
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
点
は
、『
荊

楚
歳
時
記
』
な
ど
日
本
で
の
個
々
の
儀
式
の
整
備
の
際
に
参
考
に
さ

れ
た
と
思
わ
れ
る
他
の
歳
時
書
に
は
な
い
特
徴
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
日
本
の
儀
式
書
と
比
較
す
れ
ば
全
体
の
構
成
に
関
し
て
類

似
性
が
高
い
こ
と
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
儀
式
書
に
は
、『
礼
記
』
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月
令
で
各
季
節
の
最
初
に
置
か
れ
る
自
然
環
境
の
典
型
的
な
様
子
の

記
述
は
な
い
が
、
全
体
を
歳
時
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
、
そ
の
中
に

政
務
や
政
治
的
命
令
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
、
最
初
の
『
内
裏
式
』
で

す
で
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
月
令
に
は
、
の
ち
に
儀
注
に
載
せ
ら
れ
る

儀
礼
、
た
と
え
ば
皇
天
上
帝
・
名
山
大
川
四
方
神
・
宗
廟
社
稷
の
祭

祀
儀
礼
が
古
い
形
態
で
、
季
夏
や
季
冬
に
な
す
べ
き
こ
と
と
し
て
記

さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
『
内
裏
式
』
で
は
類
似
の
祭
祀
儀
礼
は
含
ま

れ
な
い
が
、『
貞
観
儀
式
』
で
は
上
帝
や
宗
廟
社
稷
の
祭
祀
に
な
ぞ

ら
え
ら
れ
る
日
本
在
来
の
神
祇
祭
祀
が
独
立
し
た
グ
ル
ー
プ
と
し
て

で
は
あ
る
が
加
え
ら
れ
る
。『
本
朝
月
令
』
に
な
る
と
そ
の
グ
ル
ー

プ
を
解
体
し
、
日
付
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
を
歳
時
の
一
つ
と
し
て
配

列
し
直
し
、『
新
儀
式
』
で
も
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
と
推
認
さ
れ

る
。
つ
ま
り
『
礼
記
』
月
令
と
同
じ
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　

日
本
の
儀
式
書
が
内
裏
に
代
表
さ
れ
る
権
力
中
枢
の
規
定
ば
か
り

で
、
天
皇
と
官
人
あ
る
い
は
官
人
同
士
を
差
別
化
す
る
作
用
が
乏
し

い
も
の
に
な
っ
た
の
も
、『
礼
記
』
月
令
と
同
様
で
あ
る
。『
開
元

礼
』
な
ど
の
儀
注
は
各
身
分
の
儀
礼
を
差
別
化
し
て
規
定
す
る
こ
と

で
身
分
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
構
築
し
再
生
産
す
る
も
の
で
あ
り
、
日

本
の
儀
式
書
が
こ
う
し
た
儀
注
に
倣
っ
て
成
立
し
た
と
考
え
る
の
は

難
し
い
。
し
か
し
儀
式
書
は
、
各
儀
式
に
関
し
て
は
儀
注
を
参
考
に

し
な
が
ら
も
、
全
体
の
構
成
は
『
礼
記
』
月
令
に
倣
っ
た
と
考
え
れ

ば
整
合
性
は
高
い
。

　

日
本
の
儀
式
書
が
『
礼
記
』
月
令
に
倣
っ
た
と
す
る
直
接
的
証
拠

は
な
い
が
、
状
況
証
拠
は
揃
っ
て
い
る）

14
（

。
す
で
に
請
来
さ
れ
て
久
し

い
『
礼
記
』
に
は
も
ち
ろ
ん
月
令
が
含
ま
れ
て
い
た
。
漢
代
以
降

『
礼
記
』
月
令
は
単
独
で
も
流
通
し
、
唐
で
も
尊
重
さ
れ
、
玄
宗
は

『
刪
定
礼
記
月
令
』
を
作
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
文
献
は
『
開
元
礼
』

な
ど
の
儀
注
と
な
ら
ん
で
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
官
撰

儀
式
書
の
成
立
よ
り
後
の
時
代
の
も
の
だ
が
、『
日
本
見
在
書
目
録
』

に
も
蔡
邕
『
明
堂
月
令
論
』、
唐
玄
宗
『
刪
定
礼
記
月
令
』
な
ど
単

行
の
も
の
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
先
述
の
よ
う
に
最
初
期
の

私
撰
儀
式
書
の
名
前
が
『
本
朝
月
令
』
な
の
で
あ
る
。『
本
朝
月
令
』

で
あ
ら
わ
れ
、
後
続
の
儀
式
書
で
踏
襲
さ
れ
る
全
体
の
構
成
が
『
礼

記
』
月
令
を
手
本
に
し
た
可
能
性
は
高
い
。

七
、
神
祇
祭
祀
の
位
置
づ
け
の
変
化

　
『
内
裏
式
』
か
ら
『
新
儀
式
』
へ
の
発
展
は
、『
礼
記
』
月
令
の
構

成
に
向
か
う
過
程
と
捉
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
方
で
日
本
在
来
の
神

祇
祭
祀
が
政
治
と
の
関
係
を
変
化
さ
せ
る
過
程
と
し
て
の
意
義
も
あ

る
。

　
『
日
本
書
紀
』
崇
神
紀
な
ど
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
神
祇
祭
祀

は
一
方
的
に
祟
り
な
す
神
が
要
求
し
た
行
為
で
、
こ
れ
を
行
う
こ
と

で
祟
り
を
鎮
め
て
人
が
生
活
可
能
な
空
間
が
確
保
さ
れ
る
。
国
土
の
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政
治
的
支
配
や
統
治
の
前
提
条
件
と
し
て
必
要
不
可
欠
で
は
あ
る
が
、

神
祇
祭
祀
の
実
行
は
政
治
の
内
容
に
直
接
に
は
影
響
を
与
え
な
い
し

制
約
と
も
な
ら
ず
、
ま
た
政
治
的
支
配
の
正
統
性
に
必
ず
し
も
結
び

つ
か
な
い
。
神
事
は
政
事
に
先
ん
ず
る
も
の
で
、
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ

分
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
律
令
官
制
に
お
い
て
も
神

事
を
扱
う
神
祇
官
と
政
治
を
扱
う
太
政
官
が
別
々
に
設
置
さ
れ
る
。

　

律
令
体
制
の
確
立
し
た
後
、
朝
廷
が
主
導
し
て
唐
の
文
化
や
制
度

な
ど
の
さ
ら
な
る
理
解
と
導
入
が
継
続
的
に
進
め
ら
れ
る
。
具
体
的

に
は
、
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
朝
賀
が
唐
に
倣
い
整
備
さ
れ
、
釈
奠

も
比
較
的
早
い
時
期
に
行
わ
れ
て
は
い
た
が
吉
備
真
備
に
よ
り
新
た

に
請
来
さ
れ
た
儀
注
に
倣
い
整
備
さ
れ
、
ま
た
山
陵
祭
祀
の
別
貢
幣

は
桓
武
天
皇
に
よ
り
中
国
の
天
子
七
廟
に
な
ぞ
ら
え
て
整
備
さ
れ
る

な
ど
、
様
々
な
儀
式
が
政
治
の
一
環
と
し
て
唐
を
模
倣
し
整
備
さ
れ

ま
た
導
入
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
を
集
積
し
歳
時
と
し
て
配
列
し
た
の
が

最
初
の
儀
式
書
の
『
内
裏
式
』
で
あ
る
。
こ
の
と
き
神
事
が
含
ま
れ

て
い
な
い
の
は
、
神
事
と
政
治
と
は
区
別
す
べ
き
も
の
と
い
う
考
え

が
根
底
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
儀
式
の
さ
ら
な
る
導
入
の
一
つ
と
し
て
郊
祀
も
試
み
ら

れ
た
。
郊
祀
は
天
を
祭
る
皇
帝
に
特
有
の
儀
礼
で
、『
開
元
礼
』
で

は
一
番
最
初
に
皇
帝
冬
至
祀
円
丘
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
天

命
思
想
と
密
接
に
関
連
す
る
も
の
で
天
子
を
正
統
化
す
る
た
め
、
宗

廟
祭
祀
と
並
び
最
も
重
要
と
さ
れ
る
。
桓
武
天
皇
は
こ
れ
を
日
本
へ

導
入
し
よ
う
と
試
み
る
。
た
だ
天
帝
の
観
念
が
実
質
を
も
っ
て
浸

透
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
か
郊
祀
自
体
の
受
け
入
れ
は
難
し
く
、
こ

れ
と
の
類
似
性
が
比
較
的
高
い
日
本
在
来
の
神
事
に
よ
っ
て
代
替
さ

せ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
『
内
裏
式
』
に
は
な
か
っ
た
神
事
が
『
貞
観
儀

式
』
で
新
た
に
加
え
ら
れ
、
政
治
的
儀
式
の
中
に
確
か
な
位
置
づ
け

が
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
『
貞
観
儀
式
』
の
成
立
後
に
郊
祀
が
試
み
ら

れ
な
く
な
る
の
で
あ
る）

1（
（

。
そ
し
て
儀
式
と
い
う
も
の
が
そ
の
実
行
主

体
を
権
威
づ
け
そ
の
地
位
や
身
分
を
確
か
な
も
の
に
す
る
と
い
う
観

念
も
受
け
止
め
ら
れ
た
。

　

在
来
の
神
事
を
郊
祀
に
な
ぞ
ら
え
儀
式
書
に
記
載
す
る
こ
と
で
、

神
事
に
つ
い
て
の
理
解
は
大
き
く
変
わ
る
。
そ
れ
ま
で
は
神
事
は
政

事
に
先
立
つ
必
要
条
件
で
両
者
は
異
質
な
も
の
で
区
別
さ
れ
る
と
い

う
観
念
が
あ
っ
た
が
、
神
事
を
儀
式
書
へ
記
載
す
る
こ
と
で
神
事
も

政
治
的
儀
式
の
一
つ
と
し
て
新
た
に
位
置
づ
け
直
さ
れ
る
。
神
事
は

独
立
し
た
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
、
そ
の
限
り
で
他
の
政
治
的
儀
式
と

区
別
さ
れ
て
は
い
る
が
、
政
治
の
範
疇
で
捉
え
る
べ
き
も
の
へ
と
転

化
し
た
。

　

ひ
と
た
び
同
列
に
並
べ
ら
れ
る
と
、
政
治
的
儀
式
と
神
事
の
区
別

は
判
然
と
し
な
く
な
っ
て
ゆ
く
。『
内
裏
式
』『
貞
観
儀
式
』『
延
喜

儀
式
』
の
間
で
、
分
類
が
揺
ら
ぐ
も
の
も
あ
る
。『
貞
観
儀
式
』
で

朝
廷
内
神
事
に
分
類
さ
れ
た
も
の
が
『
延
喜
儀
式
』
で
は
歳
時
に
分

類
し
直
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
も
の
の
、
反
対
に
、『
内
裏
式
』
か
ら
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あ
り
最
初
は
歳
時
で
あ
っ
た
の
に
、
そ
の
後
神
事
に
分
類
さ
れ
直
す

も
の
も
あ
る
。
在
来
の
神
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
神
事
に

分
類
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
分
類
の
傾
向
は
必
ず
し
も
一
つ
の
方

向
に
収
束
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

た
と
え
ば
、
新
嘗
祭
は
歳
時
の
み
の
『
内
裏
式
』
か
ら
あ
る

が
、『
貞
観
儀
式
』
で
は
朝
廷
内
神
事
に
、『
延
喜
儀
式
』
で
は
歳

時
に
分
類
さ
れ
る
。
御
体
御
卜
は
、『
貞
観
儀
式
』
で
朝
廷
内
神
事

だ
っ
た
の
が
、『
延
喜
儀
式
』
で
は
神
事
に
な
る
。
大
祓
と
伊
勢
奉

幣
は
、『
貞
観
儀
式
』
で
は
じ
め
て
あ
ら
わ
れ
朝
廷
内
神
事
と
さ
れ

る
が
、『
延
喜
儀
式
』
で
歳
時
に
分
類
さ
れ
る
。
賀
茂
祭
は
歳
時
の

み
の
『
内
裏
式
』
で
す
で
に
あ
り
、『
貞
観
儀
式
』
で
は
朝
廷
外
神

事
と
な
り
、『
延
喜
儀
式
』
で
は
神
事
に
分
類
さ
れ
る
。
最
勝
王
経

会
（
御
修
法
）
は
、『
貞
観
儀
式
』
で
朝
廷
内
神
事
と
さ
れ
、『
延
喜

儀
式
』
で
は
歳
時
と
さ
れ
る
。
釈
奠
は
、『
貞
観
儀
式
』
で
は
歳
時

だ
が
、『
延
喜
儀
式
』
で
は
釈
奠
講
論
と
し
て
神
事
の
な
か
に
置
か

れ
る
。
山
陵
祭
祀
は
廟
祭
に
準
じ
る
物
と
し
て
整
備
さ
れ
た
が
一
貫

し
て
歳
時
に
分
類
さ
れ
る
。
大
儺
は
大
祓
と
の
類
似
性
が
あ
る
も
の

の
一
貫
し
て
歳
時
と
さ
れ
る
。

　

中
国
の
儀
礼
は
『
開
元
礼
』
の
冒
頭
に
あ
る
序
例
が
端
的
に
示
す

よ
う
に
、
方
法
が
基
本
的
に
共
通
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
て）

16
（

、
種
類

の
異
な
る
儀
礼
で
あ
っ
て
も
方
法
に
は
高
い
類
似
性
が
あ
る
。
律
令

制
下
の
神
祇
祭
祀
は
、
律
令
制
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
も
の
を
継

承
し
て
い
る
と
は
い
え
、
律
令
編
纂
時
に
中
国
の
律
令
お
よ
び
こ
れ

と
密
接
に
関
係
す
る
儀
注
に
倣
っ
て
整
備
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
後

朝
廷
に
よ
っ
て
あ
ら
た
に
導
入
さ
れ
ま
た
整
備
さ
れ
た
様
々
な
儀
式

も
ま
た
儀
注
を
参
考
に
し
て
い
る
。
だ
か
ら
同
様
の
も
の
を
手
本
と

し
た
律
令
の
編
纂
時
に
整
備
さ
れ
た
神
事
と
、
そ
の
の
ち
新
た
に
導

入
さ
れ
た
儀
式
は
、
方
法
に
お
い
て
お
の
ず
と
類
似
性
が
高
く
な
る）

1（
（

。

　

し
た
が
っ
て
峻
別
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
意
識
が
な
く
な
れ
ば
、
二

つ
の
区
別
は
ほ
ど
な
く
あ
い
ま
い
に
な
る
。
郊
祀
の
導
入
の
試
み
を

契
機
に
ひ
と
た
び
神
事
が
朝
廷
の
歳
時
と
同
列
に
並
べ
ら
れ
る
と
、

相
互
に
比
較
さ
れ
る
こ
と
で
両
者
の
類
似
性
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
。
神
事
は
政
治
的
儀
式
と
似
て
い
る
と
い
う
認
識
は
、
そ
れ
ま

で
の
政
事
と
神
事
は
そ
も
そ
も
性
質
が
異
な
る
と
い
う
観
念
を
凌
駕

す
る
。
神
事
と
政
事
を
隔
て
る
認
識
の
壁
は
溶
解
し
、
神
事
の
政
事

に
対
す
る
独
立
性
は
薄
れ
て
ゆ
く
。

　

在
来
の
神
祇
祭
祀
と
儀
式
書
の
構
成
で
手
本
と
し
た
で
あ
ろ
う

『
礼
記
』
月
令
と
の
親
和
性
の
高
さ
も
、
こ
れ
を
後
押
し
す
る
。『
礼

記
』
月
令
に
よ
る
と
、
ほ
か
の
行
為
や
命
令
と
と
も
に
、
祭
祀
儀
礼

も
い
つ
も
通
り
決
め
ら
れ
た
よ
う
に
す
れ
ば
自
然
環
境
は
調
和
し
て

穏
や
か
に
な
り
、
反
対
に
そ
う
し
な
い
と
自
然
の
運
行
は
混
乱
し
て

災
害
な
ど
の
問
題
が
発
生
す
る
。
祭
祀
儀
礼
の
実
行
を
含
む
時
令
は
、

人
間
社
会
の
中
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
自
然
の
状
態
と
関
わ

る
対
自
然
的
行
為
と
し
て
意
味
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
在
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来
の
神
祇
観
念
、
す
な
わ
ち
神
の
要
求
通
り
に
祭
祀
を
し
な
い
と
祟

り
に
よ
り
災
害
が
生
じ
、
祭
祀
を
す
れ
ば
祟
り
は
収
ま
り
疫
病
も
天

災
も
な
い
穏
や
か
な
状
態
に
な
る
と
い
う
認
識
と
似
て
い
る
。
結
果

に
い
た
る
機
序
は
同
じ
で
は
な
い
が
、
祭
祀
を
実
行
し
た
ら
ど
う
い

う
結
果
に
な
る
か
、
反
対
に
実
行
し
な
か
っ
た
ら
ど
う
い
う
結
果
に

な
る
か
と
い
う
部
分
に
お
い
て
は
同
じ
で
あ
る
。

　

日
本
の
官
撰
儀
式
書
が
『
礼
記
』
月
令
に
倣
っ
て
編
纂
さ
れ
る
な

か
、
こ
の
よ
う
に
か
つ
て
の
神
事
と
政
事
を
峻
別
す
る
意
識
の
弱
ま

り
と
、
在
来
の
神
事
と
月
令
の
祭
祀
儀
礼
と
の
類
似
性
と
い
う
条
件

が
調
う
こ
と
で
、
神
事
は
政
事
的
命
令
や
農
事
的
行
事
と
と
も
に
歳

時
の
一
つ
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
が
区
別
な
く
季
節
順
に
並
ぶ
る
よ
う
に

儀
式
書
は
再
構
成
さ
れ
た
。
か
つ
て
は
神
事
が
生
存
や
生
活
の
前
提

条
件
を
ま
ず
確
保
し
、
そ
の
上
で
政
治
的
統
治
が
あ
る
と
い
う
二
層

構
造
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
が
、『
本
朝
月
令
』
や
『
新
儀
式
』

で
は
神
事
が
政
治
の
中
に
と
り
こ
ま
れ
単
層
化
し
た
状
態
で
把
握
さ

れ
た
。
官
撰
儀
式
書
で
の
模
索
の
過
程
で
、
神
事
は
政
事
と
は
異
質

で
こ
れ
に
対
し
て
先
立
つ
も
の
か
ら
、
政
事
の
一
つ
と
な
り
そ
の
中

で
優
先
さ
れ
る
も
の
に
変
質
し
、
な
が
く
踏
襲
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

着
地
点
を
得
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
は
、
中
国
の
儀
注
と
日
本
の
官
撰
儀
式
書
と
の
異
同
、
儀
式

書
と
『
礼
記
』
月
令
の
類
似
性
、
儀
式
書
に
お
け
る
在
来
の
神
祇
祭

祀
の
位
置
づ
け
の
変
化
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
じ
た
。

　

儀
注
は
経
書
で
い
う
礼
の
一
部
の
み
を
受
け
た
も
の
で
、
律
令
や

唐
六
典
と
区
別
さ
れ
る
。
儀
注
は
皇
帝
か
ら
官
人
の
各
人
が
主
体
と

な
る
礼
を
規
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
身
分
を
差
別
化
し
て

ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
構
築
し
、
ま
た
礼
を
行
う
各
人
の
地
位
を
相
互
に

承
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
の
儀
式
書
は
、
独

立
し
た
個
人
が
主
体
に
な
る
も
の
は
含
ま
れ
な
い
。
日
本
で
は
権
力

中
枢
の
集
団
を
実
行
主
体
と
し
て
、
節
日
を
一
つ
の
核
と
す
る
歳
時

と
し
て
儀
式
書
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
各
儀
式
は
天
皇
と
臣
下
の
協

働
に
よ
り
実
行
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
中
央
集
権
的
権
力
の
屹
立
と

そ
の
権
威
の
向
上
が
実
体
的
に
表
現
さ
れ
る
。
儀
式
に
は
天
皇
や
官

人
の
身
分
を
差
別
化
し
序
列
化
す
る
作
用
が
む
し
ろ
希
薄
で
あ
る
。

唐
で
の
認
識
で
は
、
歳
時
は
自
然
の
運
行
や
そ
れ
へ
の
対
処
行
為
と

さ
れ
、
人
間
の
相
互
関
係
を
構
成
す
る
礼
と
は
ま
っ
た
く
別
の
範
疇

と
さ
れ
る
。
儀
式
書
が
全
体
の
構
成
に
お
い
て
儀
注
を
手
本
と
し
た

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　

全
体
の
構
成
や
性
質
の
類
似
性
な
ど
か
ら
考
え
ら
れ
る
手
本
は
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『
礼
記
』
月
令
で
あ
る
。
官
撰
儀
式
書
の
構
成
に
お
け
る
神
事
の
位

置
の
変
遷
も
、
こ
の
構
成
に
収
束
し
て
ゆ
く
。
在
来
の
神
祇
祭
祀
は

本
来
政
治
と
は
区
別
さ
れ
こ
れ
に
先
立
つ
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
た
が
、
神
祇
観
念
と
月
令
の
類
似
性
な
い
し
親
和
性
も
あ
り
、
試

行
錯
誤
を
経
て
政
治
的
儀
式
の
一
つ
と
位
置
づ
け
直
さ
れ
、
そ
の
中

で
優
先
さ
れ
る
も
の
に
な
っ
た
。
後
世
な
が
く
踏
襲
さ
れ
る
構
成
が

こ
う
し
て
で
き
あ
が
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
摂
関
期
以
降
な
が
く
公
家
社
会
で
規
範
と
さ
れ
る

儀
式
書
で
採
用
さ
れ
る
構
成
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
か
ら
、
儀

式
書
が
礼
秩
序
を
実
現
す
る
儀
注
で
は
な
く
『
礼
記
』
月
令
に
沿
う

か
た
ち
で
構
成
さ
れ
、
こ
れ
に
と
も
な
い
神
祇
祭
祀
の
政
治
に
対
す

る
位
置
づ
け
も
変
化
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

注
（
1
）　

本
稿
で
は
考
察
対
象
と
す
る
官
撰
儀
式
書
に
つ
い
て
以
下
の

立
場
を
と
る
。
最
初
の
官
撰
儀
式
書
は
『
内
裏
式
』
で
あ
り
、
内

容
は
『
内
裏
儀
式
』
を
継
承
し
て
い
る
。『
内
裏
式
』
こ
そ
が
い
わ

ゆ
る
「
弘
仁
儀
式
」
で
あ
り
、
こ
れ
以
外
に
「
弘
仁
儀
式
」
を
想
定

し
な
い
。
現
存
『
内
裏
式
』
は
お
そ
ら
く
抄
略
本
で
必
ず
し
も
原

形
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
。
現
存
『
儀
式
』
は
『
貞
観
儀
式
』
で
あ

る
。『
延
喜
儀
式
』
は
た
し
か
に
存
在
し
た
が
最
終
的
な
完
成
・
施

行
は
な
か
っ
た
。
そ
の
目
次
は
『
本
朝
法
家
文
書
目
録
』
所
収
の
目

録
の
通
り
で
あ
っ
た
と
見
な
す
。『
新
儀
式
』
は
『
清
涼
記
』
と
異

名
同
書
で
村
上
朝
の
成
立
で
あ
る
。
な
お
『
内
裏
式
』
お
よ
び
『
儀

式
』
は
、
今
泉
定
介
・
関
根
正
直
等
編
『
内
裏
儀
式
・
内
裏
儀
式

疑
義
辨
・
内
裏
式
・
儀
式
・
北
山
抄
』（
明
治
図
書
出
版
・
吉
川
弘

文
館
、
一
九
五
四
年
）
を
用
い
た
。『
延
喜
儀
式
』
は
散
逸
し
逸
文

が
残
る
の
み
だ
が
、
目
次
に
つ
い
て
は
『
続
々
群
書
類
従
第
十
六
』

（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
〇
年
）
所
収
の
『
本
朝
法
家
文
書

目
録
』
を
用
い
た
。『
新
儀
式
』『
本
朝
月
令
』
は
『
新
校
群
書
類
従

第
四
巻
』（
名
著
普
及
会
、
復
刻
、
一
九
七
七
年
）
公
事
部
所
収
も

の
を
用
い
た
。
な
お
儀
式
書
全
体
の
構
成
に
言
及
し
た
も
の
に
坂
本

太
郎
『
律
令
制
度 

坂
本
太
郎
著
作
集
第
七
巻
』（
吉
川
弘
文
館
、
一

九
八
九
年
）
と
所
功
『
平
安
朝
儀
式
書
成
立
史
の
研
究
』（
国
書
刊

行
会
、
一
九
八
五
年
）
が
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
を
中
心
的
課
題
と
す

る
研
究
は
管
見
で
は
み
あ
た
ら
な
い
。
ほ
か
に
黒
板
勝
美
編
『
類
聚

国
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
国
史
大
系
、
一
九
六
五
年
）、
小
長
谷
恵
吉

『
日
本
国
見
在
書
目
録
解
説
稿

─
附
・
同
書
目
録
・
同
書
索
引
』

（
小
宮
山
出
版
、
一
九
七
六
年
）、
竹
内
照
夫
『
礼
記 

上
・
中
・
下
』

（
明
治
書
院
、
新
釈
漢
文
大
系
、
一
九
七
一
〜
一
九
七
九
年
）
欧
陽

詢
撰
・
汪
紹
楹
校
『
藝
文
類
聚
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
九

年
）、
古
典
研
究
会
『
大
唐
開
元
礼
』（
汲
古
書
院
、
一
九
七
二
年
）

を
用
い
た
。

（
2
）　

石
村
貞
吉
『
有
職
故
実 

上
・
下
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九

八
七
年
）、
山
中
裕
『
平
安
時
代
の
古
記
録
と
貴
族
文
化
』（
思
文
閣
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出
版
、
一
九
八
八
年
年
）、
山
中
裕
『
平
安
朝
の
年
中
行
事
』（
塙
書

房
、
一
九
七
二
年
）、
大
日
方
克
己
『
古
代
国
家
と
年
中
行
事
』（
吉

川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）、
三
宅
和
朗
『
古
代
国
家
の
神
祇
と
祭

祀
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
）、
彌
永
貞
三
『
日
本
古
代
の
政

治
と
史
料
』（
高
科
書
店
、
一
九
八
八
年
）、
和
田
萃
『
日
本
古
代
の

儀
礼
と
祭
祀
・
信
仰 

上
』（
塙
書
房
、
一
九
九
五
年
）、
稲
田
奈
津

子
『
日
本
古
代
の
喪
葬
儀
礼
と
律
令
制
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一

五
年
）、
滝
川
政
次
郎
『
律
令
の
研
究
』（
刀
江
書
院
、
一
九
三
一

年
）、
坂
本
太
郎
（
前
掲
書
）、
大
津
透
編
『
律
令
制
研
究
入
門
』

（
名
著
刊
行
会
、
二
〇
一
一
年
）、
大
津
透
『
古
代
の
天
皇
制
』（
岩

波
書
店
、
一
九
九
九
年
）、
所
功
『
平
安
朝
儀
式
書
成
立
史
の
研
究
』

（
前
掲
書
）、
所
功
『
宮
廷
儀
式
書
成
立
史
の
再
検
討
』（
国
書
刊
行

会
、
二
〇
〇
一
年
）、
西
本
昌
弘
『
日
本
古
代
儀
礼
成
立
史
の
研
究
』

（
塙
書
房
、
一
九
九
七
年
）、
西
本
昌
弘
『
日
本
古
代
の
年
中
行
事
書

と
新
史
料
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
）、
池
田
温
編
『
中
国

礼
法
と
日
本
律
令
制
』（
東
方
書
店
、
一
九
九
二
年
）
古
瀬
奈
津
子

『
日
本
古
代
王
権
と
儀
式
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）
大
隅
清

陽
『
律
令
官
制
と
礼
秩
序
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
）

な
ど
多
数
。

（
（
）　

西
本
昌
弘
『
日
本
古
代
儀
礼
成
立
史
の
研
究
』（
前
掲
書
）。
西

本
は
儀
式
書
は
『
内
裏
式
』
や
『
内
裏
儀
式
』
以
前
に
す
で
に
儀
式

個
別
の
も
の
を
含
め
編
纂
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
が
、
本

稿
で
は
複
数
の
儀
式
を
集
成
し
た
官
撰
儀
式
書
は
『
内
裏
式
』
か
ら

は
じ
ま
る
と
の
立
場
か
ら
論
じ
る
。

（
4
）　

彌
永
貞
三
（
前
掲
書
）
参
照
。

（
（
）　

現
存
『
内
裏
式
』
は
お
そ
ら
く
抄
略
本
だ
が
、
個
別
の
儀
式

の
出
入
り
が
あ
る
に
し
ろ
全
体
の
構
成
に
関
し
て
は
基
本
的
に
影

響
し
て
い
な
い
と
し
て
、
こ
れ
を
考
察
す
る
。『
内
裏
式
』
お
よ
び

『
内
裏
儀
式
』
に
つ
い
て
は
所
功
『
平
安
朝
儀
式
書
成
立
史
の
研
究
』

（
前
掲
書
）
な
ど
を
参
照
。

（
6
）　
『
類
聚
国
史
』
に
は
散
逸
し
た
巻
が
あ
り
完
全
に
は
わ
か
ら
な

い
が
、
巻
第
七
十
一
の
歳
時
部
二
の
最
初
の
元
日
朝
賀
か
ら
巻
第
七

十
四
の
歳
時
部
五
の
最
後
の
大
儺
ま
で
、
日
付
順
で
節
日
な
ど
が
並

べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
巻
第
七
十
五
の
歳
時
部
六
で
は
、
告
朔
、
二
孟
、

曲
宴
が
あ
る
。
続
く
巻
第
七
十
六
は
欠
け
、
歳
時
部
か
否
か
を
含
め

不
明
。

（
（
）　

詳
し
く
は
所
功
『
平
安
朝
儀
式
書
成
立
史
の
研
究
』（
前
掲
書
）

参
照
。

（
8
）　
「
年
中
行
事
御
障
子
」
も
こ
う
し
た
指
向
性
の
な
か
で
、
仁
和

元
年
に
清
涼
殿
に
立
て
ら
れ
る
。
完
成
度
の
高
い
『
延
喜
儀
式
』
が

用
い
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、「
年
中
行
事
御
障
子
」

の
行
事
を
日
付
順
に
記
す
形
式
が
す
で
に
成
立
し
受
け
入
れ
ら
れ
た

こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
（
）　

身
分
に
よ
り
等
級
を
設
け
る
儀
礼
的
行
為
は
儀
式
書
で
は
な
く

む
し
ろ
律
令
で
規
定
し
て
い
る
。
典
型
的
な
の
は
、
儀
制
令
の
太
陽

虧
条
と
喪
葬
令
の
服
紀
条
。
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（
10
）　

式
文
中
の
「
儀
式
」
が
具
体
的
に
ど
の
文
献
か
な
ど
は
、
所
功

『
平
安
朝
儀
式
書
成
立
史
の
研
究
』（
前
掲
書
）
参
照
。

（
11
）　

神
事
を
含
む
全
て
の
儀
式
を
歳
時
と
し
て
一
本
化
す
る
こ
と
は

仁
和
元
年
の
成
立
の
「
年
中
行
事
御
障
子
」
で
実
現
し
て
い
る
が
、

儀
式
書
で
こ
の
体
裁
を
と
っ
た
の
は
『
本
朝
月
令
』
が
最
初
で
あ
ろ

う
。

（
12
）　

季
節
順
に
行
事
を
並
べ
る
も
の
に
は
『
四
民
月
令
』
や
『
荊

楚
歳
時
記
』
と
い
っ
た
も
の
も
あ
る
が
、「
月
令
」
と
い
う
語
句
と
、

「
本
朝
」
の
語
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、

こ
れ
ら
よ
り
も
『
礼
記
』
月
令
の
影
響
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

（
1（
）　
『
芸
文
類
聚
』
や
『
初
学
記
』
で
も
、
歳
時
に
『
礼
記
』
月
令

が
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）　

ほ
か
に
も
時
令
思
想
が
受
容
さ
れ
た
形
跡
が
文
徳
天
皇
の
仁
寿

三
年
四
月
廿
六
条
の
詔
勅
に
あ
る
。
ま
ず
「
皇
王
は
極
を
建
て
政
を

布
き
、
其
の
時
に
順
ふ
を
貴
び
、
聖
哲
は
規
を
凝
し
風
を
宣
べ
、
其

の
節
に
応
ぜ
む
と
欲
す
。
故
に
能
く
庶
物
を
裁
成
し
…
…
」
と
季
節

に
従
い
万
物
を
よ
い
状
態
に
す
る
理
想
的
な
君
主
の
描
写
に
は
じ
ま

る
。
そ
し
て
具
体
的
な
対
応
策
と
し
て
命
じ
る
の
に
「
月
令
は
、
春

夏
は
寛
大
之
令
を
下
し
、
徳
化
之
政
を
頒
ち
、
以
て
天
帝
に
順
ひ
、

以
て
災
変
を
救
ふ
。
有
司
は
職
任
を
務
脩
し
、
欽
み
て
時
訓
を
奉
じ

て
…
…
」
と
言
う
。「
月
令
」
を
踏
ま
え
、
ま
た
「
其
の
時
に
順
ふ

を
貴
ぶ
」
や
「
欽
み
て
時
訓
を
奉
じ
て
」
と
い
う
語
句
か
ら
時
令
思

想
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
1（
）　

正
史
に
よ
れ
ば
、
桓
武
天
皇
が
延
暦
四
年
と
同
六
年
に
、
し
ば

ら
く
し
て
文
徳
天
皇
が
斉
衡
三
年
に
実
施
し
た
の
み
。
祭
文
は
『
開

元
礼
』
の
郊
祀
を
ほ
ぼ
踏
襲
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。『
貞
観
儀

式
』
が
貞
観
十
四
年
〜
十
九
年
に
成
立
し
て
以
降
、
郊
祀
の
記
事
は

全
く
見
ら
れ
な
い
。『
貞
観
儀
式
』
以
下
の
儀
式
書
で
も
郊
祀
は
規

定
さ
れ
て
い
な
い
。

（
16
）　

こ
の
序
例
所
載
の
条
文
の
多
く
が
唐
令
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ

る
。
仁
井
田
陞
・
池
田
温
『
唐
令
拾
遺
補

─
附
唐
日
両
令
対
照
一

覧
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
）
参
照
。

（
1（
）　

も
っ
と
も
分
か
り
や
す
い
の
は
神
祇
令
の
斎
戒
規
定
と
『
延
喜

式
』
の
釈
奠
の
斎
戒
規
定
で
、
両
者
は
食
肉
の
禁
忌
の
有
無
以
外
同

じ
で
あ
る
。

 

（
中
央
大
学
兼
任
講
師
）
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