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稲
葉
黙
斎
の
喪
礼
実
践
論
─
徂
徠
学
批
判
・
仏
教
認
識
に
注
目
し
て

─

松
川

雅
信

は
じ
め
に

　

闇
斎
学
派
儒
者
の
稲
葉
黙
斎
（
一
七
三
二
─
九
九
）
は
晩
年
（
一
七

八
一
年
以
降
）、
上
総
国
清
名
幸
谷
村
に
移
住
し
、
こ
こ
に
根
づ
き
つ
つ

あ
っ
た
上
総
道
学
を
本
格
的
に
発
展
さ
せ
た
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
て

い
る）

1
（

。
門
弟
林
潜
斎
（
一
七
四
九
─
一
八
一
七
）
の
言
述
に
よ
れ
ば
、
黙

斎
は
同
地
域
に
以
下
の
よ
う
な
足
跡
を
残
し
た
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

先
生
ノ
清
谷
清
名

幸
谷�

ニ
在
ル
ヤ
〔
中
略
〕
能
ク
子
弟
ヲ
教
へ
、
篤

ク
里
民
ヲ
喩
シ
、
殊
ニ
懇
ニ
三
日
ノ
斂
葬儀

ヲ
示
ス
。
是
ヲ
以

テ
、
郷
村
多
ク
火
葬
ヲ
悪
ミ
、
棺
斂
礼
ヲ
效
シ
、
始
メ
テ
瀝
青

ヲ
用
ヒ
シ
ハ
、
先
生
ノ
化
導
ナ
リ
。（『
稲
葉
黙
斎
先
生
伝
』）

　

黙
斎
の
活
躍
に
よ
っ
て
清
名
幸
谷
村
に
は
、「
火
葬
ヲ
悪
ミ
」「
瀝

青
ヲ
用
」
い
る
よ
う
な
「
葬
儀
」
が
広
ま
っ
た
と
い
う
。
こ
の
場
合

の
「
葬
儀
」
と
は
朱
熹
『
家
礼
』
に
範
を
と
る
儒
式
の
そ
れ
を
指
し

て
い
る
。
つ
ま
り
晩
年
の
黙
斎
は
、『
家
礼
』
に
基
づ
く
儒
礼
を
自

身
が
移
住
し
た
清
名
幸
谷
村
に
一
定
程
度
普
及
さ
せ
た
と
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
同
地
域
に
彼
が
残
し
た
功
績
の
一
つ
で

あ
る
と
し
て
、
門
弟
に
よ
っ
て
顕
彰
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿

で
は
、
こ
の
よ
う
に
一
定
の
広
が
り
を
見
せ
た
と
さ
れ
る
儒
礼
（
殊

に
喪
礼
）
の
実
践
が
、
黙
斎
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
た

の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

長
ら
く
近
世
日
本
儒
教
は
、
さ
し
た
る
論
証
も
な
さ
れ
な
い
ま
ま

「
自
ら
の
葬
祭
の
礼
な
き
儒
学）

2
（

」
で
あ
っ
た
と
規
定
さ
れ
、
儒
礼
は
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121　稲葉黙斎の喪礼実践論

も
と
よ
り
不
在
で
あ
っ
た
と
見
な
す
の
が
ご
く
通
説
的
な
見
解
で
あ

っ
た
。
だ
が
こ
う
し
た
通
説
に
対
し
近
年
で
は
漸
く
、
近
世
日
本
儒

者
の
多
く
が
『
家
礼
』
を
中
心
と
し
た
儒
礼
を
受
容
・
実
践
し
て
い

た
事
実
が
相
当
程
度
闡
明
さ
れ
つ
つ
あ
る）

（
（

。
本
稿
で
考
察
対
象
と
す

る
黙
斎
に
関
し
て
も
そ
の
例
外
で
は
な
い）

（
（

。
こ
の
よ
う
な
近
年
の
儒

礼
研
究
が
継
承
す
べ
き
貴
重
な
成
果
で
あ
り
、
か
つ
こ
れ
ま
で
の
通

説
に
抜
本
的
な
再
考
を
促
し
得
る
可
能
性
を
具
え
て
い
る
こ
と
は
言

を
俟
た
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
う
し
た
反
面
で
、
こ
れ
ら
の
研
究

成
果
が
個
々
の
儒
者
に
よ
る
『
家
礼
』
を
め
ぐ
る
言
述
や
、
そ
の
実

践
の
様
相
を
た
だ
再
構
成
す
る
こ
と
に
終
始
す
る
、
い
わ
ば
個
別
実

証
な
い
し
基
礎
研
究
に
依
然
と
し
て
止
ま
っ
て
い
る
感
は
拭
い
き
れ

な
い
。
誤
解
を
恐
れ
ず
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
儒

礼
と
い
う
素
材
に
肉
迫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
既
往
の
思
想
史
叙
述

か
ら
零
れ
落
ち
て
き
た
い
か
な
る
側
面
が
新
た
に
照
明
さ
れ
る
の
か

と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
未
だ
な
お
検
討
の
余
地
を
多
く
残
し
て
い

る
よ
う
に
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
思
う
に
、
か
か
る
主
な
原
因
は
、

近
年
の
儒
礼
研
究
が
儒
礼
に
関
す
る
新
出
史
料
を
多
数
発
見
し
な
が

ら
も
、
翻
っ
て
そ
れ
を
近
世
日
本
の
思
想
的
・
歴
史
的
文
脈
の
も
と

に
再
定
位
す
る
と
い
っ
た
作
業
を
、
未
だ
十
全
に
は
行
っ
て
い
な
い

点
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
儒
礼
研
究
の
成
果
を
積
極
的
に
継

承
・
発
展
さ
せ
て
い
く
う
え
で
も
、
い
ま
求
め
ら
れ
る
べ
き
は
こ
う

し
た
作
業
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
黙
斎
の
儒
礼
実
践
論
に
内
在
的
に
立
ち
入
り

つ
つ
も
、
そ
れ
を
、
彼
を
と
り
ま
く
十
八
世
紀
後
期
の
諸
状
況
と
の

関
わ
り
を
踏
ま
え
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
儒
礼
の
問
題
が
近
世
日
本

の
思
想
的
・
歴
史
的
文
脈
の
も
と
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
く
の
か
を

明
ら
か
に
す
る
。
具
体
的
に
は
、
当
該
期
に
お
け
る
反
徂
徠
の
思
潮

の
も
と
に
黙
斎
を
布
置
し
て
み
る
こ
と
で
彼
が
な
に
ゆ
え
儒
礼
実
践

を
重
ん
じ
る
に
至
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
思
想
的
要
因
を
ま
ず
は
解

明
し
、
そ
の
う
え
で
当
時
の
近
世
日
本
に
お
い
て
儒
礼
を
実
践
す
る

に
際
し
て
小
さ
か
ら
ぬ
障
碍
と
な
っ
た
は
ず
の
寺
檀
制
に
結
実
し
た

近
世
仏
教
を
、
彼
が
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考

察
し
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
考
察
を
通
じ
て
、
あ
く
ま
で
黙
斎
と
い

う
ご
く
限
ら
れ
た
対
象
に
即
す
形
で
は
あ
る
も
の
の
、
従
来
の
思
想

史
叙
述
か
ら
は
零
れ
落
ち
て
き
た
近
世
後
期
に
お
け
る
日
本
儒
教
像

の
一
端
を
示
す
こ
と
を
目
指
し
た
い
。

一
、
徂
徠
学
批
判
─
「
修
己
」
の
た
め
の
喪
礼
実
践

　

周
知
の
通
り
十
八
世
紀
後
期
に
は
、
寛
政
正
学
派
を
中
心
と
し
て

「
古
文
辞
学
ハ
、
物
徂
徠
ヨ
リ
起
ル
。
余
初
年
学
ビ
タ
ル
故
ニ
能
ソ

ノ
意
ヲ
知
タ
リ
。
其
学
ノ
主
ト
ス
ル
所
ハ
功
利
ニ
ア
リ
〔
中
略
〕
左

レ
バ
其
学
タ
ヾ
理
民
ノ
術
ノ
ミ
ニ
テ
、
自
己
ノ
心
身
ハ
置
テ
問
ハ
ザ

ル
ナ
リ
」（『
正
学
指
掌
』）
と
説
か
れ
る
よ
う
な
、
反
徂
徠
を
掲
げ
る
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朱
子
学
の
「
復
活
」
現
象
が
生
じ
て
い
く
。
一
瞥
し
て
み
て
明
ら
か

な
よ
う
に
、
こ
う
し
た
批
判
の
眼
目
は
基
本
的
に
徂
徠
学
を
「
功

利
」
の
学
と
捉
え
、
か
か
る
道
徳
軽
視
を
、
お
し
な
べ
て
い
え
ば

「
修
己
」
の
欠
落
を
衝
く
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
が
、
早
く
か
ら
指

摘
さ
れ
て
き
た
通
り
こ
の
よ
う
に
し
て
「
復
活
」
し
て
き
た
朱
子
学

と
は
、
個
々
人
に
お
け
る
「
道
＝
理
＝
性
」
の
内
在
と
い
う
前
提
に

立
脚
し
て
「
修
己

−

治
人
」
の
原
則
を
掲
げ
る
従
前
の
そ
れ
か
ら
は
、

も
は
や
大
き
く
変
質
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
「
余

初
年
学
ビ
タ
ル
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
よ
う

に
、
夙
に
徂
徠
学
の
洗
礼
を
受
け
て
い
た
彼
ら
は
、「
道
は
天
地
之

規
矩
に
て
、
一
人
の
法
ニ
無
御
座
」
と
「
道
」
を
個
々
人
に
外
在
す

る
も
の
と
し
た
う
え
で
、
折
か
ら
の
幕
藩
制
の
動
揺
と
い
っ
た
危
機

意
識
に
根
差
し
つ
つ
、「
能
く
民
を
化
し
俗
を
成
す
」
と
い
う
「
教

化
」
に
主
眼
を
据
え
た
新
た
な
朱
子
学
を
提
唱
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る）
5
（

（「
答
問
愚
言
」「
与
赤
松
滄
州
論
学
書
」）。
先
学
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は

徂
徠
学
を
否
定
的
媒
体
と
す
る
こ
と
で
形
成
さ
れ
た
、「「
治
人
」
こ

そ
第
一
義
目
的
で
あ
り
、「
修
己
」
は
そ
の
た
め
の
不
可
欠
の
前
提

と
位
置
」
づ
け
て
い
く
「
治
人
」
に
特
化
し
た
朱
子
学
で
あ
っ
た
と

さ
れ
る）

（
（

。
無
論
、
そ
の
先
に
異
学
の
禁
が
招
来
さ
れ
た
こ
と
は
贅
言

を
要
す
ま
い
。

　

十
八
世
紀
後
期
に
上
総
に
あ
っ
た
黙
斎
も
ま
た
「
弁
道
・
弁
名
ヲ

著
ハ
シ
海
内
ヲ
誤
ル
コ
ト
〔
中
略
〕
徂
徠
ノ
最
モ
警
発
多
シ
」（『
小
学

筆
記
』
五
巻
、
以
下
『
筆
記
』）
と
い
う
認
識
の
も
と
、「
心
法
ノ
吟
味

ナ
ク
テ
経
済
ナ
ル
ト
思
フ
学
者
ハ
、
性
ノ
ヌ
ケ
タ
薬
種
デ
療
治
ス

ル
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
ゾ
。〔
中
略
〕
徂
徠
ヤ
春
台
ガ
何
ト
シ
テ
知
ラ
フ
ゾ
」

「
詩
ヤ
文
章
ガ
一
ツ
端
モ
学
問
ノ
役
ニ
立
ヌ
」（
同
前
、
四
巻
・
七
巻
）

と
、
経
世
・
詩
文
に
ば
か
り
傾
注
す
る
徂
徠
学
を
論
難
し
て
、
こ
れ

に
「
心
法
」
と
い
う
道
徳
修
養
の
必
要
性
を
対
置
さ
せ
て
い
る
。
徂

徠
学
最
大
の
拠
点
で
あ
っ
た
江
戸
近
郊
で
学
問
形
成
を
行
っ
た
黙
斎

も
、
寛
政
正
学
派
と
同
じ
く
十
八
世
紀
後
期
の
反
徂
徠
の
思
潮
の
う

ち
に
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
先
の
正
学
派
の
主
張
に
比
し
て
黙
斎
の
場
合
に

特
筆
さ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
修
養
が
「
禹
湯
文
武
ノ
天
下
ヲ
保
タ

ハ
心
術
ガ
ヨ
イ
故
保
タ
。〔
中
略
〕
君
子
ト
云
モ
心
術
ノ
ヨ
イ
コ
ト
ヲ

云
。
大
学
明
徳
ト
云
モ
、
学
問
ハ
ド
コ
ガ
ド
コ
迄
デ
モ
心
ト
云
ニ
キ

メ
ル
コ
ト
也
」「
身
ノ
修
ル
コ
ト
ヲ
仕
習
ハ
ズ
天
下
ヲ
治
ル
コ
ト
ヲ

仕
習
フ
、
生
兵
法
ハ
疵
ノ
モ
ト
ナ
リ
」（『
筆
記
』
四
巻
・『
哀
公
問
何
為

民
服
章
講
義
』）
と
、
あ
く
ま
で
「
修
己

−

治
人
」
の
原
則
に
即
し
て

主
張
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
彼
は
、「
吾
ガ
学
ノ
由

来
準
的
有
リ
、
以
テ
聖
人
ニ
至
ル
ノ
学
ナ
リ
」（『
姫
島
講
義
』）
と
い

う
所
謂
「
聖
人
可
学
」
の
前
提
に
依
拠
し
つ
つ
、
唐
虞
三
代
の
聖
人

達
も
（
政
治
的
手
腕
の
み
な
ら
ず
）
徹
底
し
た
「
修
己
」
の
階
梯
を
経

た
か
ら
こ
そ
、「
天
下
ヲ
保
」
つ
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

か
く
見
て
み
る
と
黙
斎
は
、
正
学
派
の
ご
と
く
「
治
人
」
を
第
一
義
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目
的
と
す
る
視
座
か
ら
「
教
化
」
の
た
め
の
方
策
と
し
て
「
修
己
」

を
唱
え
て
い
た
と
い
う
よ
り
か
は
、
む
し
ろ
厳
格
な
「
修
己
」
の
先

に
こ
そ
「
治
人
」
を
遠
望
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
換
言
す
れ

ば
、
黙
斎
に
と
っ
て
は
さ
し
あ
た
り
個
々
人
が
「
修
己
」
を
な
す
こ

と
そ
の
も
の
が
、
重
視
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

同
様
に
反
徂
徠
を
掲
げ
て
朱
子
学
の
「
復
活
」
を
企
図
し
て
い
た
と

は
雖
も
、
黙
斎
が
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
正
学
派
と
は
位
相
を
異
に

す
る
地
点
に
存
し
て
い
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
確
認
し
て
お
き
た
い）

（
（

。

　

で
は
徂
徠
学
に
対
抗
的
に
打
ち
出
さ
れ
た
「
修
己
」
た
る
べ
き

「
心
法
」
は
、
具
体
的
に
い
か
な
る
方
法
に
即
し
て
な
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
と
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
黙
斎
は
「
学
者
ハ

礼
ト
云
モ
ノ
ア
ツ
テ
〔
中
略
〕
精
神
ガ
丈
夫
ニ
ナ
ル
。
碇
ノ
ア
ル
舟

ヲ
ミ
タ
ヤ
フ
ナ
モ
ノ
。〔
中
略
〕
人
ノ
身
ノ
上
モ
礼
ガ
ナ
イ
ト
何
所
へ

流
レ
行
フ
モ
シ
レ
ヌ
」（『
筆
記
』
六
巻
）
と
、
礼
が
「
精
神
」
に
果
た

す
役
割
を
重
ん
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
も
と
よ
り
「
心
ハ
形
ナ
イ
モ
ノ
」

で
あ
る
た
め
、「
形
ヲ
儼
ニ
ス
ル
ト
心
ガ
ハ
ツ
キ
リ
ト
ナ
ル
」
よ
う

に
す
る
う
え
で
も
礼
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
と
い
う
（
同
前
、
四
巻
）。

そ
し
て
何
よ
り
注
目
す
べ
き
は
、
数
多
あ
る
礼
の
う
ち
で
も
「
礼
ハ

三
千
三
百
ノ
数
多
イ
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
冠
昏
喪
祭
ガ
大
綱
ニ
ナ
ル
」

「
聖
賢
ハ
喪
ヤ
祭
ヲ
殊
ノ
外
重
ン
ジ
、
喪
祭
ヲ
格
別
ニ
ス
ル
思
召
ガ

ア
ル
」（
同
前
、
七
巻
・
五
巻
）
と
、「
冠
昏
喪
祭
」
就
中
「
喪
祭
」
が

最
重
要
視
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
徂
徠
学
を
指
弾
し
て
「
修

己
」
の
必
要
性
を
提
唱
し
て
い
た
黙
斎
は
、
そ
れ
を
具
体
的
に
は
喪

祭
礼
を
執
り
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
な
し
て
い
く
べ
き
だ
と
論
じ
て

い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
と
同
時
に
彼
は
、
喪
礼
に

限
っ
て
は
「
君
子
ト
云
テ
モ
〔
中
略
〕
親
ヲ
ス
テ
ル
ヤ
フ
ニ
葬
ル
ハ

身
ノ
修
ツ
タ
デ
ハ
ナ
シ
」（『
家
礼
抄
略
講
義
』
二
巻
、
以
下
『
講
義
』）
と
、

い
か
に
「
君
子
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
親
を
正
し
く
「
葬
ル
」
こ

と
が
で
き
な
い
者
は
、「
修
己
」
を
達
成
し
得
て
い
な
い
と
も
述
べ

る
。
こ
の
よ
う
に
喪
礼
と
は
、「
修
己
」
が
実
現
さ
れ
て
い
る
か
否

か
の
一
つ
の
指
標
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
礼
楽
刑
政
」
を
唱
え
た
荻
生
徂
徠
（
一
六
六
六
─
一

七
二
八
）
に
連
な
る
儒
者
達
が
、
彼
ら
の
理
想
と
す
る
古
代
中
国
の

礼
制
の
考
究
に
力
を
注
い
で
い
た
点
は
周
知
の
こ
と
に
属
そ
う
。
喪

礼
に
関
し
て
い
え
ば
、
例
え
ば
太
宰
春
台
（
一
六
八
〇
─
一
七
四
七
）

は
、
近
世
日
本
に
あ
っ
て
の
か
く
な
る
不
備
を
指
摘
す
る
と
と
も

に
あ
る
べ
き
礼
制
の
姿
を
呈
示
し
て
い
た
し
、
服
部
南
郭
（
一
六
八

三
─
一
七
五
九
）
と
そ
の
門
下
も
継
続
的
に
『
儀
礼
』
に
つ
い
て
の
会

読
を
実
施
し
て
い
た）

8
（

。
そ
し
て
、
黙
斎
が
徂
徠
学
を
指
し
て
「
只
先

王
ノ
教
ハ
礼
楽
〳
〵
」「
礼
文
度
数
ヲ
吟
味
シ
古
体
ヲ
主
張
」（『
筆

記
』
二
巻
・『
答
或
人
』）
と
形
容
し
て
い
る
点
に
鑑
み
れ
ば
、
基
本
的

に
こ
れ
ら
の
事
柄
は
彼
の
認
知
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
で
あ
る
な
ら
、
徂
徠
学
に
お
け
る
「
修
己
」
の
欠
落
を
論
駁

し
て
礼
実
践
の
必
要
性
を
提
唱
し
て
い
た
黙
斎
は
、
こ
う
し
た
先
行
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の
徂
徠
学
者
達
に
よ
る
礼
へ
の
と
り
組
み
を
い
か
に
捉
え
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
以
下
は
そ
の
こ
と
に
関
わ
る
大
変
興
味
深
い
言
述
で

あ
ろ
う
。

或
者
ガ
南
郭
ガ
子
ノ
仲
英
ニ
、
拙
者
母
死
ス
、
仏
法
ニ
従
フ
モ

無
念
、
既
ニ
林
家
モ
儒
葬
ナ
レ
バ
葬
埋
ノ
コ
ト
ド
フ
シ
タ
ラ
ヨ

カ
ロ
フ
ト
相
談
シ
タ
レ
バ
、
仲
英
ガ
答
ガ
出
来
ヌ
。
性
理
大
全

文
公
家
礼
ノ
部
デ
モ
見
タ
ラ
ヨ
カ
ロ
ウ
、
ト
云
タ
ト
。
大
事
ノ

場
、
真
剣
勝
負
ハ
マ
ギ
ラ
カ
シ
ハ
ナ
ラ
ヌ
ヲ
見
ヨ
。（『
清
谷
語

録
』
一
巻
）

　

上
引
で
黙
斎
は
、
服
部
南
郭
女
婿
の
服
部
仲
英
（
一
七
一
四
─
六

七
）
が
「
或
者
」
か
ら
「
儒
葬
」
の
仕
方
を
問
わ
れ
た
に
も
拘
わ
ら

ず
、
全
く
応
対
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
の
逸
話
の
真
偽
は
管
見
の
限
り
で
は
確
か
め
る
術
を
も

た
な
い
。
ま
た
「
大
事
ノ
場
、
真
剣
勝
負
ハ
マ
ギ
ラ
カ
シ
ハ
ナ
ラ
ヌ

ヲ
見
ヨ
」
と
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
こ
の
言
述
の
基
本
的
な
眼
目

は
、
い
つ
訪
れ
る
と
も
知
れ
な
い
父
母
の
死
を
見
据
え
て
、
常
日
頃

か
ら
喪
礼
に
関
し
た
研
鑽
を
し
て
お
く
こ
と
の
必
要
性
を
門
人
達
に

説
き
述
べ
る
点
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
こ
こ
で
は
、
黙
斎
が

か
よ
う
な
観
点
か
ら
ほ
か
な
ら
ぬ
徂
徠
学
者
に
論
難
を
浴
び
せ
か

け
て
い
た
こ
と
そ
れ
自
体
を
重
視
し
た
い
。
思
う
に
黙
斎
は
、
徂
徠

学
者
達
が
平
素
礼
制
を
考
究
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
現
実
に
執
り

行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
、
い
わ
ば
実
践
不
可
能
性
を
衝
く

形
で
の
批
判
を
展
開
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と

は
、「
古
礼
ヲ
主
張
ス
ル
人
ハ
今
日
ノ
通
用
ニ
差
支
」「
礼
ノ
コ
ト
バ

カ
リ
吟
味
シ
テ
、
礼
ヲ
斟
酌
シ
テ
今
日
ニ
行
フ
コ
ト
ノ
ナ
ラ
ヌ
ガ
ア

ル
。〔
中
略
〕
何
程
事
ノ
吟
味
ガ
ヨ
ク
テ
モ
我
ガ
受
用
ニ
ナ
ラ
ネ
バ
虚

也
」（『
五
旬
引
』・『
講
義
』
一
巻
）
と
い
っ
た
彼
の
言
述
を
瞥
見
し
て

み
て
も
大
過
あ
る
ま
い
。
黙
斎
は
「
古
礼
」
の
よ
う
な
礼
制
を
ど
れ

ほ
ど
「
吟
味
」
し
て
も
、
実
際
に
そ
れ
を
実
践
で
き
な
け
れ
ば
無
意

味
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

併
せ
て
先
ほ
ど
喪
礼
が
「
修
己
」
達
成
の
指
標
と
さ
れ
て
い
た
点

を
想
起
し
て
み
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
徂
徠
学
に
お
け
る
道

徳
修
養
の
欠
落
と
い
う
主
張
と
も
相
関
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
い
い
換
え
れ
ば
黙
斎
は
、「
修
己
」
を
軽
視
す

る
徂
徠
学
は
結
局
の
と
こ
ろ
礼
実
践
を
も
な
し
得
な
い
存
在
で
あ
る

と
位
置
づ
け
て
い
た
よ
う
に
看
取
し
得
る
わ
け
で
あ
る
。
い
ず
れ
に

せ
よ
黙
斎
に
と
っ
て
、「
修
己
」
の
要
と
な
る
喪
礼
は
現
実
に
実
施

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
観
点
か
ら
徂
徠
学
に
お
け
る
礼
へ
の
と
り
組
み
は
論
難
に
晒

さ
れ
て
い
た
と
推
し
測
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
徂
徠
学
批
判
を
展
開
し
な
が
ら
当
の
黙

斎
自
身
は
十
八
世
紀
後
期
の
上
総
に
お
い
て
、
い
か
な
る
喪
礼
実
践

の
あ
り
方
を
構
想
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
そ
の
こ
と
を
、

彼
の
仏
教
認
識
と
の
関
わ
り
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
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125　稲葉黙斎の喪礼実践論

二
、
仏
教
認
識
─
実
践
の
た
め
の
儒
仏
混
淆

1
　「
皮
毛
外
」
と
い
う
論
拠

　

黙
斎
が
念
頭
に
お
く
喪
礼
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
『
家
礼
』
に
載

る
そ
れ
で
あ
り
、
そ
し
て
先
ほ
ど
来
引
用
し
て
き
た
『
講
義
』
と
は

自
身
が
か
つ
て
同
書
を
抄
出
し
て
著
し
た
『
家
礼
抄
略
』
に
関
す
る
、

清
名
幸
谷
村
で
の
口
述
筆
記
録
で
あ
る
。
つ
ま
り
黙
斎
は
、
同
地
域

の
門
人
達
に
対
し
『
家
礼
』
に
範
を
と
る
喪
礼
を
基
本
的
に
は
講
義

と
い
う
形
で
示
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
が
、
黙
斎
は
『
家

礼
』
に
載
る
喪
礼
を
全
く
記
載
通
り
に
執
り
行
う
べ
き
だ
と
は
考
え

て
い
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
彼
は
、「
唐
ト
日
本
ハ
違
ヘ
バ
日
本

デ
ハ
別
シ
テ
シ
ン
酌
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
」「
俗
ニ
シ
タ
ガ
ワ
ネ
バ
ナ
ラ

ヌ
。〔
中
略
〕
世
間
ニ
ハ
ヅ
レ
ヌ
コ
ト
デ
家
礼
ヲ
行
フ
ユ
ヘ
ム
ズ
カ
シ

イ
」（『
講
義
』
一
巻
・
二
巻
）
と
、「
唐
」
と
は
異
な
る
「
日
本
」
に
お

い
て
『
家
礼
』
を
実
践
し
て
い
く
た
め
に
は
、「
日
本
」
の
「
俗
」

を
斟
酌
し
た
う
え
で
同
書
に
記
さ
れ
た
具
体
的
な
儀
礼
・
所
作
を
改

め
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
考
え
方
は
実
の
と
こ
ろ
『
家
礼
』
そ
れ
自
体
と
何
ら
矛

盾
し
な
い
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
『
家
礼
』
の
序
文
は
、
礼

を
「
本
＝
名
分
・
愛
敬
」
と
「
文
＝
冠
昏
喪
祭
・
儀
章
度
数
」
に
二

分
し
た
う
え
で
前
者
を
体
現
す
れ
ば
後
者
を
状
況
に
応
じ
て
改
変
す

る
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
ほ
か
な
ら
ぬ
朱
熹
自
身
も
そ
う
し
た
対
応

を
と
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る）

（
（

。
加
え
て
黙
斎
に
先
だ

つ
浅
見
絅
斎
（
一
六
五
二
─
一
七
一
一
）
が
夙
に
、「
此
方
デ
モ
礼
ノ
本

ハ
天
地
自
然
ノ
理
ユ
ヘ
カ
ハ
ル
コ
ト
ハ
ナ
イ
ガ
、
文
ハ
国
々
デ
チ
ガ

ウ
コ
ト
〔
中
略
〕
メ
ン
〳
〵
ノ
国
ナ
リ
ニ
宜
ニ
カ
ナ
フ
ヤ
フ
ニ
行
ハ

ル
ヽ
ガ
家
礼
ノ
旨
ゾ
」（『
家
礼
師
説
』）
と
論
じ
て
い
た
よ
う
に
、
闇

斎
学
派
内
で
は
『
家
礼
』
を
か
く
解
釈
す
る
こ
と
は
ご
く
あ
り
ふ

れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
黙
斎
は
基
本
的
に
か
か
る
『
家
礼
』
の
序
文

の
解
釈
を
敷
衍
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
俗
」
を
斟
酌
し
て
「
日
本
」

に
適
合
的
な
喪
礼
を
様
々
に
明
示
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
こ
そ
が

『
家
礼
』
本
来
の
主
張
で
あ
る
と
す
る
立
場
に
た
っ
て
い
る）

10
（

。
逐
一

列
挙
す
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
た
め
二
例
だ
け
端
的
な
も
の
を
あ
げ
て

お
く
。
例
え
ば
、
墓
制
に
つ
い
て
は
「
ア
ノ
方
ハ
土
ヲ
ツ
キ
タ
ラ
墳

ト
云
フ
、
ソ
レ
ハ
柩
ノ
上
へ
也
、
ソ
ノ
前
ニ
墓
碑
ア
ル
也
、
家
礼

ガ
ソ
レ
也
。〔
中
略
〕
人
々
墓
石
ノ
下
ニ
柩
ア
ル
コ
ト
ニ
心
得
テ
ヲ
ル

ニ
、
前
ノ
方
ニ
タ
テ
ヽ
ハ
柩
ノ
ア
リ
処
ヲ
ト
リ
失
フ
コ
ト
也
」（『
講

義
』
二
巻
）
と
、
土
饅
頭
型
の
墳
墓
の
前
に
墓
碑
を
建
造
す
る
『
家

礼
』
の
方
式
を
「
ア
ノ
方
」
の
も
の
で
あ
る
ゆ
え
馴
染
ま
な
い
と
し

て
採
用
せ
ず
、
近
世
日
本
で
通
用
の
埋
葬
地
の
う
え
に
墓
碑
を
建
て

る
仕
方
に
改
め
て
い
る
。
そ
し
て
祠
堂
の
所
謂
同
堂
異
龕
に
関
し
て

は
「
日
本
デ
ハ
セ
ヌ
ト
モ
ヨ
イ
。
コ
ノ
方
デ
ハ
タ
ヾ
四
シ
キ
リ
ニ
シ

テ
ヲ
ク
コ
ト
」（
同
前
、
一
巻
）
と
、
こ
れ
を
「
日
本
」
に
合
わ
な
い
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と
い
う
理
由
か
ら
採
ら
ず
、
た
だ
「
四
シ
キ
リ
」
に
す
れ
ば
そ
れ
で

足
り
る
と
す
る
。

　

さ
り
な
が
ら
、
い
か
に
「
俗
」
に
鑑
み
て
改
変
を
加
え
る
こ
と
が

『
家
礼
』
本
来
の
主
張
で
あ
る
と
は
い
え
、
黙
斎
が
『
家
礼
』
を
以

下
の
ご
と
く
読
み
換
え
て
い
る
点
か
ら
は
一
見
、
同
書
そ
の
も
の
か

ら
の
大
き
な
飛
躍
を
看
取
せ
ざ
る
を
得
ま
い
。

家
礼
ヲ
ヨ
ム
モ
ノ
不
作
仏
事
ノ
取
ア
ツ
カ
イ
塩
梅
ア
ル
ベ
シ
。

今
日
仏
ヲ
礼
ス
ル
ハ
官
ヲ
敬
ス
ル
也
。
旦
那
寺
ヲ
タ
テ
ヽ
ヲ
カ

ル
ヽ
ユ
ヘ
背
カ
ヌ
コ
ト
也
。
背
カ
ネ
バ
背
カ
ヌ
ホ
ド
仏
事
ヲ
ナ

サ
ヌ
コ
ト
也
。
皮
毛
外
ハ
ド
フ
デ
モ
ヨ
イ
ト
云
ハ
ソ
ノ
コ
ト
。

（
同
前
、
二
巻
）

　

周
知
の
通
り
『
家
礼
』
に
は
、
仏
教
に
随
順
す
る
こ
と
の
非
が

「
不
作
仏
事
」
と
し
て
鮮
明
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
黙
斎
は

上
引
で
、「
今
日
仏
ヲ
礼
ス
ル
ハ
官
ヲ
敬
ス
ル
」
こ
と
と
な
る
と
い

う
点
を
理
由
に
「
旦
那
寺
」
に
叛
い
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
さ
ら
に

驚
嘆
す
べ
き
こ
と
に
「
背
カ
ネ
バ
背
カ
ヌ
ホ
ド
仏
事
ヲ
ナ
サ
ヌ
コ

ト
」
と
、「
不
作
仏
事
」
の
意
味
を
大
胆
に
読
み
換
え
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
先
に
見
た
絅
斎
が
「
本
」
と
「
文
」
と
い
う
原

則
に
依
拠
し
つ
つ
『
家
礼
』
に
現
状
適
応
的
な
改
変
を
施
す
他
方

で
、「
浮
屠
ノ
ハ
文
ア
ル
ヤ
ウ
ナ
レ
ド
モ
本
ナ
キ
ユ
ヘ
ニ
役
ニ
タ
ヽ

ヌ
」（『
家
礼
師
説
』）
と
、
仏
教
に
は
そ
も
そ
も
「
本
」
が
不
在
で
あ

る
と
い
う
理
由
か
ら
、
こ
れ
を
決
し
て
自
説
の
う
ち
に
包
摂
し
な
か

っ
た
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
か
く
な
る
黙
斎
の
主
張
が
先
行
の
闇

斎
学
派
一
般
の
理
解
と
は
少
な
か
ら
ず
位
相
を
異
に
す
る
と
と
も
に
、

『
家
礼
』
そ
れ
自
体
に
対
す
る
解
釈
か
ら
直
ち
に
導
出
さ
れ
た
も
の

で
も
な
い
こ
と
は
瞭
然
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
黙
斎
の
主
張
を
歴
史
的
に
規
定
し
て
い
た
の
は
と

り
も
な
お
さ
ず
、「
昔
シ
ハ
古
礼
ハ
廃
レ
タ
ト
テ
モ
、
喪
ノ
コ
ト
ハ

人
々
勝
手
ニ
シ
テ
必
シ
モ
仏
法
ニ
ハ
セ
ヌ
。〔
中
略
〕
邪
宗
ヲ
フ
セ
グ

ノ
為
メ
ニ
官
府
ノ
制
ニ
ナ
レ
リ
。
ソ
コ
デ
士
農
工
商
共
ニ
寺
ガ
ア

ル
」（『
講
義
』
二
巻
）
と
い
っ
た
認
識
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
黙
斎
は
当

今
「
官
府
ノ
制
」
と
し
て
寺
檀
制
が
存
在
す
る
が
ゆ
え
、「
士
農
工

商
」
は
い
ず
れ
も
檀
那
寺
に
属
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
彼
は
い

か
に
儒
礼
を
執
り
行
う
と
雖
も
、
現
状
で
は
既
に
存
在
す
る
檀
那
寺

が
な
す
仏
式
喪
礼
に
は
随
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
て
い
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
旧
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
排
仏
を
基
本

路
線
と
す
る
近
世
日
本
儒
者
一
般
の
間
で
も
か
く
寺
檀
制
が
覆
し
が

た
い
所
与
の
前
提
だ
と
見
な
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
の
は
、
概
ね

十
八
世
紀
中
葉
頃
か
ら
で
あ
る）

11
（

。
こ
の
頃
か
ら
「
旦
那
寺
を
も
つ
ハ

今
の
御
大
法
な
れ
バ
〔
中
略
〕
仏
壇
を
や
め
が
た
き
事
有
」（『
居
家
大

事
記
』）
と
い
っ
た
認
識
は
、
あ
る
程
度
一
般
的
な
も
の
と
な
っ
て
い

く
。
黙
斎
に
よ
る
上
引
の
「
不
作
仏
事
」
に
対
す
る
読
み
換
え
と
は

従
っ
て
、
歴
史
的
に
見
る
の
で
あ
れ
ば
既
に
仏
教
寺
院
が
喪
礼
を
主

導
す
る
こ
と
が
既
成
事
実
と
な
っ
て
い
た
十
八
世
紀
後
期
の
社
会
的
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127　稲葉黙斎の喪礼実践論

状
況
に
規
定
さ
れ
た
も
の
だ
と
、
ひ
と
ま
ず
は
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
る
に
、
当
該
期
に
お
い
て
い
か
に
寺
檀
制
が
覆
し
難
い
所
与

の
前
提
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、「
不
作
仏
事
」
と
い
う
規
定
を
全
面

的
に
読
み
換
え
る
た
め
に
は
、
確
た
る
説
得
的
な
論
拠
を
要
し
た
で

あ
ろ
う
。
で
は
そ
の
論
拠
と
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
ほ
ど

掲
げ
た
「
不
作
仏
事
」
に
関
す
る
言
述
の
末
尾
の
傍
線
部
で
、
黙
斎

が
「
皮
毛
外
ハ
ド
フ
デ
モ
ヨ
イ
ト
云
ハ
ソ
ノ
コ
ト
」
と
述
べ
て
い
た

点
に
注
目
さ
れ
た
い
。
こ
こ
で
黙
斎
は
、
自
説
を
裏
づ
け
る
た
め
の

言
辞
と
し
て
「
皮
毛
外
」
な
る
も
の
を
引
い
て
い
る
。
と
す
れ
ば
こ

の
「
皮
毛
外
」
と
い
う
言
辞
こ
そ
、
黙
斎
を
し
て
「
不
作
仏
事
」
に

対
す
る
読
み
換
え
を
可
能
な
ら
し
め
た
論
拠
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ

る
。「
皮
毛
外
」
と
は
実
の
と
こ
ろ
、
朱
熹
が
『
朱
子
語
類
』
巻
八

九
に
お
い
て
ご
く
僅
か
に
用
い
た
言
辞
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
以
下

の
応
酬
の
中
で
登
場
し
て
い
る
。

或
問
。
設
如
母
卒
。
父
在
。
父
要
循
俗
制
喪
服
。
用
僧
道
火

化
。
則
如
何
。〔
中
略
〕
曰
。
其
他
都
是
皮
毛
外
事
。
若
決
如
此

倣
。
従
之
也
無
妨
。
若
火
化
則
不
可
。〔
中
略
〕
此
話
若
将
与
喪

服
浮
屠
一
道
説
。
便
是
未
識
軽
重
在
。（『
朱
子
語
類
』
巻
八
九
）

【
あ
る
人
の
質
問
。
も
し
母
が
死
し
て
父
が
な
お
存
命
で
あ
り
、
そ
の
父

が
俗
制
に
従
っ
て
喪
服
を
必
要
と
し
、
僧
道
の
火
葬
を
行
お
う
と
す
る
な

ら
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。〔
中
略
〕
答
え
。
そ
の
ほ

か
の
こ
と
は
す
べ
て
皮
毛
外
の
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
り
、
も
し
そ

の
よ
う
に
仏
教
式
に
倣
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
に
従
っ
て
も
問
題
な
い
が
、

火
葬
は
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。〔
中
略
〕
も
し
こ
の
話
を
喪
服
と
火
葬
と

を
一
緒
に
し
て
考
え
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
軽
重
を
知
ら
な
い
こ
と
で

あ
る
。（
引
用
者
現
代
語
訳
）】

　

こ
の
応
酬
の
主
題
は
、
父
が
俗
制
に
随
っ
て
仏
教
式
の
喪
礼
を
実

施
せ
ん
と
す
る
場
合
、
子
は
ど
の
よ
う
な
対
応
を
と
る
べ
き
な
の
か

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
主
題
を
め

ぐ
っ
て
朱
熹
が
火
葬
は
重
大
事
で
あ
る
た
め
決
し
て
執
り
行
っ
て
は

な
ら
な
い
も
の
の
、
喪
服
等
そ
れ
以
外
に
関
し
て
は
す
べ
て
「
皮
毛

外
」
の
些
末
な
事
柄
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
仏
教
式
を
一
部
許

容
し
て
い
た
点
に
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
朱
熹
は
、『
家
礼
』
と
は
別
の

と
こ
ろ
で
ご
く
僅
か
な
が
ら
仏
教
を
許
容
す
る
こ
と
の
是
に
つ
い
て

発
言
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
際
の
説
明
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

た
言
辞
こ
そ
が
「
皮
毛
外
」
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
見
て
く
れ
ば
黙
斎
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
「
皮
毛
外
」
と
い
う

言
辞
に
大
き
く
依
拠
し
、
こ
れ
を
『
家
礼
』
に
あ
て
は
め
る
こ
と
で

「
不
作
仏
事
」
に
対
す
る
全
面
的
読
み
換
え
を
可
能
に
し
て
い
た
と

い
え
よ
う
。
黙
斎
は
、
仏
式
喪
礼
に
随
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
十
八

世
紀
後
期
社
会
に
お
い
て
、
か
か
る
随
順
が
朱
熹
の
理
解
と
何
ら
矛

盾
し
な
い
こ
と
を
「
皮
毛
外
」
と
い
う
論
拠
に
よ
っ
て
主
張
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
皮
毛
外
」
に
関
し
て
黙
斎
は
度
々
言
及
し
て

お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
も
同
言
辞
が
彼
の
喪
礼
理
解
に
占
め
る
割
合
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は
大
き
か
っ
た
と
見
な
し
得
る
。

朱
子
モ
皮
毛
外
ノ
コ
ト
ハ
世
間
流
ト
云
テ
置
ケ
リ
。〔
中
略
〕
全

体
ヘ
カ
ケ
テ
見
ル
ベ
シ
。〔
中
略
〕
作
仏
事
ト
記
シ
テ
モ
仏
ニ
ハ

ナ
ラ
ヌ
。
家
礼
ニ
不
作
ト
ア
ル
ヲ
為
仏
事
ト
シ
タ
ル
ガ
趣
向
也
。

皮
毛
外
ノ
誦
経
コ
チ
ノ
誠
信
ニ
妨
ナ
キ
也
。（『
講
義
』
二
巻
）

　

で
は
黙
斎
は
檀
那
寺
に
叛
か
ず
仏
式
を
容
れ
な
が
ら
、
ど
の
よ
う

に
し
て
『
家
礼
』
に
範
を
と
る
喪
礼
を
実
践
で
き
る
と
考
え
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
彼
は
仏
教
の
存
在
に
配
慮
し
、『
家
礼
』

記
載
の
「
乃
設
奠
」
を
以
下
の
よ
う
に
執
り
行
う
べ
き
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。

乃
設
奠
。〔
中
略
〕
儒
家
ナ
レ
バ
肉
ナ
ル
ベ
キ
ニ
菓
子
ニ
ス
ル
ハ

撿
僧
ガ
来
ル
ユ
ヘ
也
。
益
モ
ナ
イ
コ
ト
ニ
檀
那
寺
ノ
腹
立
ル
コ

ト
ハ
ワ
ル
イ
仕
方
。〔
中
略
〕
鰹
ノ
タ
ヽ
キ
ナ
ド
ハ
撿
僧
サ
シ
ツ

カ
ヘ
ル
。
今
僧
ト
理
屈
云
コ
ト
ハ
ナ
イ
。
排
釈
録
出
ス
処
デ
ナ

シ
。
ソ
コ
デ
菓
子
ヤ
時
ニ
ヨ
リ
葡
萄
ヤ
梨
子
デ
モ
ヨ
イ
。（
同
前
）

　
『
家
礼
』
の
「
乃
設
奠
」
と
い
う
項
目
に
は
、
葬
儀
の
初
日
に
死

者
に
対
す
る
供
え
物
（「
奠
」）
と
し
て
「
脯
・
醢
」
と
い
っ
た
肉
類

を
用
意
す
べ
き
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
黙
斎
は
、「
儒

家
」
で
あ
れ
ば
当
然
こ
う
し
た
記
載
に
倣
う
べ
き
で
あ
る
と
留
意
し

つ
つ
も
、
檀
那
寺
の
存
在
な
ら
び
に
「
撿
僧
」
が
来
宅
す
る
こ
と
に

配
慮
し
て
、
こ
の
供
え
物
を
「
菓
子
」
や
「
葡
萄
」「
梨
子
」
で
代

用
す
る
の
が
よ
い
と
す
る
。
黙
斎
は
、
か
よ
う
に
『
家
礼
』
に
記
載

の
あ
る
儀
礼
そ
れ
自
体
は
聢
と
執
り
行
い
つ
つ
も
、
そ
こ
へ
の
仏
教

的
要
素
の
闖
入
を
（「
皮
毛
外
」
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
）
許
容
す
る

と
い
っ
た
形
で
の
喪
礼
実
践
の
あ
り
方
を
呈
示
し
て
い
た
わ
け
で
あ

る
。
別
言
す
る
な
ら
、
儀
礼
そ
の
も
の
は
『
家
礼
』
に
則
る
も
の
の
、

そ
れ
を
仏
教
の
存
在
に
配
慮
し
て
改
変
し
た
形
で
執
り
行
う
と
い
う
、

い
わ
ば
儒
仏
混
淆
的
な
形
態
で
の
喪
礼
実
践
が
示
さ
れ
て
い
た
と
い

え
る
。
併
せ
て
上
引
で
特
記
さ
れ
る
の
は
、「
今
僧
ト
理
屈
云
コ
ト

ハ
ナ
イ
。
排
釈
録
出
ス
処
デ
ナ
シ
」
と
い
う
よ
う
に
排
仏
を
唱
え

る
こ
と
が
明
確
に
忌
避
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら

は
、
黙
斎
の
こ
こ
で
の
さ
し
あ
た
っ
て
の
主
眼
が
（
佐
藤
直
方
『
排
釈

録
』
に
即
し
て
）
仏
教
を
排
す
る
こ
と
よ
り
、
む
し
ろ
仮
令
こ
れ
を
容

れ
た
形
で
あ
っ
た
と
し
て
も
儒
礼
を
実
践
し
て
い
く
方
に
据
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
を
窺
い
知
れ
ま
い
だ
ろ
う
か
。
黙
斎
に
と
っ
て
は
、
実

践
こ
そ
が
何
よ
り
も
優
先
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

か
く
考
え
き
た
れ
ば
、
黙
斎
は
『
家
礼
』
の
序
文
に
倣
っ
て
近
世

日
本
の
「
俗
」
に
鑑
み
た
同
書
の
改
変
を
行
う
と
と
も
に
、「
皮
毛

外
」
と
い
う
論
拠
に
基
づ
く
こ
と
で
仏
式
喪
礼
を
容
れ
た
形
で
の
喪

礼
実
践
の
あ
り
方
を
呈
示
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
そ
し

て
、
前
者
が
絅
斎
は
じ
め
闇
斎
学
派
で
既
に
一
般
的
で
あ
っ
た
と
す

る
な
ら
ば
、
黙
斎
の
特
徴
は
明
ら
か
に
後
者
の
儒
仏
混
淆
的
な
礼
実

践
の
方
に
あ
っ
た
と
い
え
る）

12
（

。
彼
は
寺
檀
制
下
に
あ
っ
て
仏
教
が
喪

礼
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
十
八
世
紀
後
期
社
会
の
与
件
の
も
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と
で
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
仏
教
寺
院
と
の
共
存
と
い
う
形
で
儒
礼
が

執
り
行
わ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
黙

斎
に
よ
る
儒
仏
混
淆
的
な
儒
礼
実
践
の
呈
示
を
単
に
仏
教
寺
院
に

対
す
る
妥
協
と
だ
け
捉
え
る
こ
と
は
、
け
だ
し
正
確
で
は
あ
る
ま
い
。

な
ぜ
な
ら
彼
は
、（
徂
徠
学
に
は
欠
け
て
い
る
）「
修
己
」
を
な
す
た
め

に
は
喪
礼
を
執
り
行
う
こ
と
そ
れ
自
体
が
重
要
で
あ
る
と
主
張
し
て

い
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
う
し
た
目
的
の
も
と
で
ひ
と
ま
ず
排
仏
が
括

弧
に
入
れ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
仏
教
を
許
容
し
た
形
で
の
実
践
が
開

陳
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
徂
徠
学
批
判

に
目
を
遣
る
こ
と
で
、
黙
斎
の
喪
礼
を
め
ぐ
る
議
論
が
も
つ
意
味
は

明
瞭
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
い
え
ば
以
下
で
見
て
い
く
よ
う
に
、
黙
斎

は
仏
教
を
容
れ
る
こ
と
を
必
ず
し
も
否
定
的
な
こ
と
だ
と
は
考
え
て

い
な
か
っ
た
。

2
　
儒
仏
混
淆
の
積
極
的
意
義

　

黙
斎
が
仏
教
を
容
易
く
許
容
す
る
こ
と
が
で
き
た
理
由
に
は
、

「
皮
毛
外
」
と
い
う
確
た
る
思
想
的
論
拠
に
加
え
て
、
彼
自
身
の
仏

式
喪
礼
に
関
す
る
特
徴
的
な
認
識
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
は
、
近
世
日
本
で
当
該
期
に
実
施
さ
れ
て
い
る
仏
式
喪

礼
が
、
そ
も
そ
も
儒
式
に
来
源
す
る
も
の
だ
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

例
え
ば
黙
斎
は
、『
家
礼
』
に
お
け
る
「
不
作
仏
事
」
の
注
釈
「
司

馬
温
公
曰
く
、
世
俗
浮
屠
の
誑
誘
を
信
じ
、
始
死
及
び
七
七
日
・
百

日
・
期
年
・
再
期
・
除
喪
に
於
い
て
僧
に
飯
し
道
場
を
設
く
」（『
家

礼
』）
に
関
し
、「
期
年
・
再
期
・
除
喪
ト
云
ガ
、
儒
者
ノ
小
祥
・
大

祥
ヲ
盗
ン
ダ
モ
ノ
。
除
喪
ハ
コ
チ
ノ

ヲ
ス
ル
ナ
ル
ベ
シ
」（『
講

義
』
二
巻
）
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
黙
斎
は
、
仏
式
喪
礼
が
規
定

す
る
「
期
年
」
や
「
再
期
」
が
そ
も
そ
も
儒
式
の
「
小
祥
」「
大
祥
」

を
盗
用
す
る
こ
と
で
成
立
し
た
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
認
識
は
一
見
突
飛
な
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
よ
う
が
、
位
牌
等
の

仏
具
が
『
家
礼
』
を
は
じ
め
と
す
る
儒
礼
に
影
響
を
受
け
て
成
立
し

た
の
だ
と
す
る
近
年
の
研
究
成
果）

1（
（

を
想
起
し
て
み
れ
ば
、
全
く
無
根

拠
な
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
ま
い
。
黙
斎
が
容
易
に
儒
仏
混
淆
を

呈
示
し
得
た
こ
と
の
遠
因
に
は
、
こ
の
よ
う
に
既
存
の
仏
式
喪
礼
が

元
来
儒
式
の
そ
れ
に
影
響
さ
れ
な
が
ら
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、

と
い
っ
た
理
解
も
介
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

さ
ら
に
特
筆
さ
れ
る
の
は
、
黙
斎
が
既
存
の
寺
檀
制
に
依
拠
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
逆
に
齎
さ
れ
る
現
実
的
な
効
用
に
も
、
明
確
に

説
き
お
よ
ん
で
い
た
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
の
墓
碑
銘
を
め
ぐ
る
指

摘
に
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
黙
斎
に
は
『
講
義
』
と
は
別
に
、
棺

槨
・
瀝
青
の
製
法
や
墓
碑
の
形
態
、
埋
葬
の
仕
方
等
を
記
し
た
『
喪

埋
之
書
』
と
い
う
手
引
書
が
存
在
す
る
の
だ
が
、
同
書
で
は
墓
碑
銘

を
め
ぐ
っ
て
以
下
の
よ
う
な
興
味
深
い
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る）

1（
（

。

墓
石
。
世
俗
ノ
法
名
計
書
、
紛
し
く
て
あ
し
ゝ
。
又
儒
者
風
ト

云
ガ
ア
リ
テ
人
し
ら
ぬ
号
な
ど
記
シ
、
何
先
生
之
墓
ト
書
キ
或
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ハ
又
我
姓
何
而
已
一
風
流
ニ
書
付
ル
。
各
非
也
。
兎
角
別
の
事

な
く
永
久
ノ
謀
ガ
第
一
ナ
レ
バ
墓
ノ
正
面
ニ
何
ノ
何
左
衛
門
之

墓
ト
書
キ
、
右
謂
墓

之
右�

ヨ
リ
後
ニ
掛
テ
諱
ハ
何
、
イ
ヅ
レ
ノ
産
、

年
号
干
支
何
月
何
日
・
没
行
年
幾
歳
・
法
名
何
々
と
記
ス
是
也
。

と
か
く
其
寺
ノ
法
名
記
セ
バ
寺
ノ
過
去
帳
ト
節
符
の
合
事
也
。

是
永
久
の
謀
と
云
べ
し
。
俗
儒
ハ
唯
法
号
を
記
を
恥
て
永
久
の

慮
を
し
ら
ず
。（『
葬
埋
之
書
』）

　

こ
こ
で
黙
斎
は
法
名
だ
け
を
刻
む
「
世
俗
」
の
墓
碑
銘
、
し
ば
し

ば
「
儒
者
風
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
墓
碑
銘
を
と
も
に
否
定
し
た
う

え
で
、
正
面
に
俗
名
、
右
側
に
生
没
年
・
法
名
を
そ
れ
ぞ
れ
併
記
す

る
墓
碑
銘
が
最
も
理
想
的
で
あ
る
と
す
る
。
法
名
・
俗
名
の
い
ず
れ

か
だ
け
を
記
す
墓
碑
銘
を
双
方
と
も
に
否
定
し
た
う
え
で
、
両
者
の

併
記
を
主
張
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
い
わ
ば
儒
仏
混
淆
的
様
相

を
呈
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
単
に
寺
院
側
か
ら

付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
た
消
極
的
な
理
由
か
ら
で
な

く
、
あ
え
て
法
名
を
記
す
こ
と
の
積
極
的
意
義
が
説
か
れ
て
い
る
点

で
あ
ろ
う
。
見
る
ご
と
く
黙
斎
は
、「
其
寺
ノ
法
名
記
セ
バ
寺
ノ
過

去
帳
ト
節
符
の
合
事
也
」
と
い
う
理
由
か
ら
、
む
し
ろ
俗
名
・
生
没

年
と
併
せ
て
法
名
を
記
す
こ
と
で
、
そ
の
墓
碑
を
「
永
久
」
に
維
持

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
寺
院
が
墓
所
を

管
理
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、
過
去
帳
と
墓
碑
の
法
名
と
が
対

応
す
る
た
め
、
結
果
と
し
て
そ
こ
へ
の
埋
葬
者
を
常
時
特
定
し
得
る

と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
こ
う
し
た
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
推

察
さ
れ
よ
う）

15
（

。

　

そ
し
て
反
対
に
、
法
名
を
記
す
こ
と
を
恥
じ
る
「
俗
儒
」
の
な
す

墓
碑
銘
が
、
む
し
ろ
「
永
久
の
慮
」
に
知
悉
し
な
い
も
の
で
あ
る
と

し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
よ
う）

1（
（

。
別
言
す
れ
ば
、
こ
こ
で

は
純
然
た
る
儒
式
を
貫
こ
う
と
し
て
法
名
を
刻
ま
な
い
「
俗
儒
」
の

墓
碑
銘
よ
り
も
、
仏
式
の
法
名
を
併
記
し
た
も
の
の
方
が
現
実
的
に

優
れ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
黙
斎

は
、
寺
檀
制
下
に
あ
っ
て
は
殆
ど
必
ず
授
け
ら
れ
て
い
た
と
思
し
き

仏
式
の
法
名
を
容
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
逆
説
的
に
墓
碑
を
よ

り
長
く
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
論
を
も
展
開
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
な
お
墓
碑
を
か
よ
う
に
保
存
す
る
こ
と
は
、
突
き
詰
め
て

い
え
ば
埋
葬
さ
れ
た
親
の
遺
骸
を
長
久
に
保
と
う
す
る
、「
孝
」
を

体
現
す
る
う
え
で
も
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
に
関
し
て
は
後
述
す
る
。

　

実
際
、
黙
斎
は
墓
碑
銘
を
め
ぐ
る
門
人
達
か
ら
の
書
簡
を
通
じ

た
質
問
に
対
し
て
も
、「
皮
毛
外
」
と
い
う
論
拠
を
前
提
に
し
つ
つ
、

以
下
の
ご
と
く
法
名
と
俗
名
の
併
記
を
も
っ
て
応
じ
て
い
た
。

法
名
御
記
シ
被
成
候
而
不
苦
事
ニ
御
座
候
。
当
時
儒
家
之
礼
ハ

内
分
之
事
、
浮
屠
ハ
公
辺
ニ
付
候
儀
ニ
御
座
候
。
何
分
彼
申
候

通
ニ
而
宜
候
。
則
チ
朱
夫
子
所
謂
皮
毛
外
従
俗
と
申
事
、
明
文

と
御
心
得
可
被
成
候
。〔
中
略
〕
左
之
通
寺
江
可
被
仰
候
。
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131　稲葉黙斎の喪礼実践論

肩
書
○マ

マ

○
○
○
ト
法
名
ヲ
書
キ
、
○マ

マ
○
○
墓
と
俗
名
ヲ
記
シ

可
然
候
間
、
此
所
御
頼
可
被
成
候
。

�

（「
鵜
沢
喜
内
・
幸
七
郎
宛
書
簡
」）

　

黙
斎
は
講
義
と
い
う
形
式
だ
け
で
な
く
、
よ
り
直
接
的
に
書
簡
に

よ
っ
て
も
「
皮
毛
外
」
を
論
拠
と
し
て
仏
教
を
許
容
す
る
必
要
性
を

上
総
の
門
人
達
に
説
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
、
上
総
に
お

い
て
は
小
さ
く
な
い
範
囲
で
儒
仏
混
淆
が
滲
透
し
て
い
た
と
推
し
測

る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
黙
斎
に
お
い
て
仏
教
を
許
容
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し

も
妥
協
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
既
存
の
仏
式

喪
礼
の
一
部
は
元
来
儒
式
に
来
源
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、

さ
ら
に
は
寺
檀
制
を
与
件
と
す
る
こ
と
に
よ
る
儒
仏
混
淆
の
積
極
的

意
義
ま
で
も
が
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

黙
斎
が
仏
教
の
す
べ
て
を
容
認
す
べ
き
だ
考
え
て
い
た
わ
け
で
な
い

点
に
は
注
意
を
要
す
る
。
最
後
に
そ
の
こ
と
に
簡
単
に
触
れ
て
お
き

た
い
。

3
　
火
葬
批
判
と
し
て
の
排
仏

　

上
述
の
『
朱
子
語
類
』
巻
八
九
に
お
い
て
、
朱
熹
が
「
皮
毛
外
」

の
範
疇
に
入
れ
な
か
っ
た
も
の
が
一
つ
だ
け
あ
っ
た
点
を
想
起
さ
れ

た
い
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
火
葬
で
あ
り
、
こ
れ
に
限
っ
て
は

重
大
事
で
あ
る
た
め
厳
格
に
退
け
る
べ
き
だ
と
論
じ
ら
れ
て
い
た
。

お
そ
ら
く
は
こ
う
し
た
朱
熹
の
主
張
を
汲
む
形
で
黙
斎
は
、「
一
大

事
ノ
処
ヘ
ハ
仏
ハ
マ
ジ
ヘ
ヌ
」（『
講
義
』
二
巻
）
と
い
う
前
提
に
立

脚
し
つ
つ
、「
仏
ヲ
マ
ゼ
ル
ト
一
生
ノ
孝
ガ
無
ニ
ナ
ル
。〔
中
略
〕
況

ヤ
仏
ノ
火
葬
ハ
親
ヲ
火
ニ
ア
ブ
リ
」（
同
前
、
一
巻
）
と
い
う
よ
う
に
、

火
葬
が
仏
教
に
由
来
す
る
葬
法
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
執
り

行
っ
て
し
ま
え
ば
「
孝
ガ
無
」
に
な
る
と
述
べ
る
。
黙
斎
は
火
葬
の

非
を
、『
孟
子
』
滕
文
公
上
の
言
述
を
引
き
な
が
ら
以
下
の
よ
う
に

端
的
に
説
明
し
て
い
る
。

毀
ル
処
ト
ナ
ク
焚
ト
云
ハ
ア
マ
リ
ノ
甚
シ
キ
也
。
焚
ハ
人
心
ニ

持
タ
ヌ
コ
ト
。
孟
子
ニ
、
人
心
具
リ
テ
忍
ビ
ラ
レ
ヌ
コ
ト
、
ト

ア
リ
。
墨
者
夷
之
ノ
章
ニ
詳
也
。（
同
前
、
二
巻
）

　

周
知
の
通
り
、
孟
子
は
墨
家
を
奉
ず
る
夷
之
に
対
し
埋
葬
の
起
源

に
触
れ
な
が
ら
、「
孝
子
」
の
心
情
と
し
て
は
親
の
死
体
を
遺
棄
し

て
「
狐
狸
・
蝿
蚋
」
に
毀
損
さ
れ
る
こ
と
を
我
慢
で
き
な
い
ゆ
え
、

そ
れ
を
防
が
ん
と
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
と
反
駁
し
て
い
た）

1（
（

。
こ
れ

を
承
け
な
が
ら
黙
斎
は
、
孟
子
が
説
い
た
「
孝
子
」
の
心
情
（「
人

心
」）
に
則
る
な
ら
誰
で
も
親
の
遺
骸
を
長
久
に
保
存
し
よ
う
と
す

る
は
ず
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
反
し
て
、
む
し
ろ
「
毀
ル

処
ト
ナ
ク
」
自
ら
親
を
火
に
く
べ
る
の
が
火
葬
で
あ
る
と
い
う
批
判

を
展
開
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
従
っ
て
黙
斎
は
遺
骸
の

長
久
な
保
存
の
た
め
に
も
、
以
下
の
よ
う
に
『
家
礼
』
の
中
で
も
特

に
棺
槨
の
製
作
に
あ
た
る
「
治
棺
」
に
大
き
な
関
心
を
向
け
る
べ
き
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だ
と
す
る
。

治
棺
。
此
方
ノ
一
大
事
也
。
父
母
ガ
隠
居
処
ヲ
建
ル
、
ソ
レ
デ

孝
不
孝
ガ
知
レ
ル
。〔
中
略
〕
生
タ
内
ノ
隠
居
処
ハ
修
覆
モ
ナ
ル

ガ
、
棺
ノ
隠
居
処
ハ
取
カ
ヘ
シ
ナ
ラ
ヌ
。
孟
子
ニ
モ
出
テ
ア
リ
。

喪
ニ
ハ
棺
ノ
丁
寧
ヨ
リ
外
ハ
ナ
シ
。（
同
前
）

　

死
後
に
お
け
る
父
母
の
「
隠
居
処
」
に
相
当
す
る
「
棺
」
を
「
丁

寧
」
に
製
作
し
得
る
か
否
か
で
、「
孝
／
不
孝
」
が
直
ち
に
測
ら
れ

る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
い
ま
黙
斎
が
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
棺
槨
を
製
作
す
べ
き
だ
と
論
じ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て

は
詳
述
し
な
い
。
こ
こ
で
は
黙
斎
が
「
孝
」
の
観
点
か
ら
火
葬
を
否

定
す
る
と
と
も
に
、
父
母
の
遺
骸
の
長
久
な
保
存
を
企
図
し
、
そ
の

た
め
に
「
治
棺
」
の
問
題
を
重
要
視
し
て
い
た
と
い
う
点
を
確
認
す

れ
ば
足
り
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
先
ほ
ど
「
仏
ノ
火
葬
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
か

ら
も
明
ら
か
な
通
り
、
黙
斎
に
あ
っ
て
火
葬
と
仏
教
と
は
表
裏
一
体

の
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
日
本
で
の
火
葬
の
濫
觴

が
「
欽
明
帝
ヨ
リ
ノ
コ
ト
、
火
葬
ハ
文
武
天
皇
カ
ラ
ト
云
。
天
地

ニ
ナ
イ
コ
ト
也
」（
同
前
）
と
、
欽
明
朝
期
に
お
け
る
仏
教
伝
来
を
経

た
文
武
朝
期
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
歴
史
的
由
来
は
当
然
の
こ
と
、

「
今
何
ト
モ
思
ハ
ヌ
ハ
、
火
葬
ハ
仏
ト
云
後
ロ
楯
ガ
ア
ル
故
ノ
コ
ト
」

（
同
前
）
と
、
少
な
く
な
い
人
々
が
「
孝
」
に
悖
る
火
葬
を
特
段
忌
避

す
る
こ
と
も
な
く
実
施
し
て
い
る
現
状
の
背
後
に
は
仏
教
が
存
在
す

る
、
と
い
っ
た
現
実
的
な
問
題
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
し

か
る
に
、
寺
檀
制
に
基
づ
く
仏
式
喪
礼
が
既
に
覆
し
難
い
所
与
の
前

提
だ
と
い
う
認
識
の
も
と
、
そ
こ
に
あ
っ
て
も
可
能
な
儒
礼
実
践
の

あ
り
方
と
し
て
示
さ
れ
た
の
が
儒
仏
混
淆
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

果
た
し
て
当
該
期
に
お
い
て
火
葬
だ
け
を
退
け
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
黙
斎
は
少
な
く
と
も
上

総
に
お
い
て
は
そ
れ
が
可
能
だ
と
見
通
し
て
い
た
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ

る
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
火
葬
の
実
施
の
さ
れ
方
に
は
以
下
の
よ
う
な
地

域
差
が
あ
る
と
述
べ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

人
ガ
焼
覚
ル
ユ
ヘ
シ
ヤ
ア
〳
〵
ト
シ
テ
焼
リ
。
三
ケ
津
ハ
ヲ
ン

ボ
ウ
ト
云
焼
キ
手
ア
リ
、
丁
ド
人
切
ト
同
ジ
。
田
舎
ノ
ハ
焚
亡

僧
ナ
ク
テ
村
ノ
モ
ノ
ガ
ジ
キ
ニ
ス
ル
。
不
仁
ニ
習
フ
ニ
コ
ノ
上

ノ
大
悪
ハ
ナ
イ
ト
思
フ
ベ
シ
。（
同
前
）

　

か
よ
う
に
黙
斎
は
、「
三
ケ
津
」
で
は
「
焚
亡
」（
三
昧
聖
）
が
専

門
的
に
火
葬
を
担
う
と
い
う
状
況
が
あ
る
他
方
で
、「
田
舎
」
で
は

火
葬
を
「
村
ノ
モ
ノ
ガ
ジ
キ
ニ
」
行
っ
て
い
る
の
だ
と
す
る
。
幕
藩

権
力
が
都
市
部
で
の
大
量
の
死
体
処
理
と
い
う
必
要
性
か
ら
、「
焚

亡
」
と
称
さ
れ
た
集
団
に
よ
る
火
葬
の
執
行
を
一
応
「
公
認
」
し
て

い
た
点
に
鑑
み
れ
ば
、
都
市
部
に
お
い
て
彼
ら
が
行
う
火
葬
を
と
り

や
め
る
こ
と
は
確
か
に
難
し
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い）

18
（

。
し
か
し
上
総

の
よ
う
な
「
田
舎
」
で
は
外
注
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
個
々
人
に
よ
っ

て
火
葬
が
実
施
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
彼
ら
に
火
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133　稲葉黙斎の喪礼実践論

葬
の
非
と
「
治
棺
」
に
よ
る
遺
骸
保
存
の
重
要
性
と
を
併
せ
説
く
こ

と
で
、
改
善
す
る
こ
と
は
少
な
か
ら
ず
可
能
で
あ
っ
た
と
目
さ
れ
よ

う
し
、
ほ
か
な
ら
ぬ
黙
斎
に
お
い
て
そ
の
よ
う
に
想
定
さ
れ
て
い
た

と
推
し
測
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
実
際
、
本
稿
冒
頭
に
掲
げ
た
よ
う

に
結
果
と
し
て
清
名
幸
谷
村
で
は
、
黙
斎
の
移
住
に
よ
っ
て
火
葬
を

憎
み
、
棺
槨
に
瀝
青
を
用
い
る
よ
う
な
風
習
が
広
が
っ
た
と
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
黙
斎
に
よ
る
火
葬
批
判
は
一
定
の
功
を
奏
し
て
い

た
の
だ
と
考
え
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。

お
わ
り
に

　

如
上
の
考
察
で
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
は
ま
ず
、（
火
葬
を
除
く
）

既
存
の
仏
式
喪
礼
を
積
極
的
に
許
容
し
な
が
ら
『
家
礼
』
に
範
を
と

る
喪
礼
を
執
り
行
う
と
い
う
儒
仏
混
淆
的
な
儒
礼
実
践
が
、「
皮
毛

外
」
と
い
う
明
確
な
論
拠
と
併
せ
て
、
十
八
世
紀
後
期
の
黙
斎
に
よ

っ
て
呈
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
儒
仏
の
関
係
は
し
ば
し
ば

対
立
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
り
、
殊
に
寺
檀
制
と
儒
礼

と
は
こ
れ
ま
で
往
々
に
し
て
相
容
れ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た）

1（
（

。

だ
が
黙
斎
の
喪
礼
実
践
論
に
注
目
す
る
こ
と
で
窺
え
た
の
は
、
そ
の

よ
う
な
理
解
と
は
大
き
く
異
な
る
儒
仏
関
係
の
あ
り
様
で
あ
ろ
う
。

あ
く
ま
で
十
八
世
紀
後
期
の
喪
礼
を
め
ぐ
る
言
述
に
限
っ
た
事
柄

で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
黙
斎
の
事
例
を
通
じ
て
い
え
る
の
は
、
近

世
日
本
儒
者
が
と
り
も
な
お
さ
ず
排
仏
論
者
で
あ
っ
た
の
だ
と
す
る

我
々
の
固
定
観
念
は
少
な
か
ら
ず
払
拭
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
、
黙
斎
を
し
て
か
く
な
る
儒
仏
混
淆
的
な
喪
礼
実
践
を
呈

示
せ
し
め
た
思
想
的
要
因
こ
そ
、
ほ
か
な
ら
ぬ
徂
徠
学
批
判
で
あ
っ

た
。
徂
徠
学
に
お
け
る
「
修
己
」
の
欠
落
と
礼
の
実
践
不
可
能
性
と

を
衝
く
形
で
、
黙
斎
は
「
修
己
」
を
な
す
た
め
に
は
喪
礼
実
践
が
不

可
欠
で
あ
る
と
す
る
考
え
に
至
っ
て
お
り
、
実
践
の
た
め
に
は
仏
教

を
容
れ
る
こ
と
も
厭
わ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
十
八

世
紀
後
期
に
お
け
る
反
徂
徠
の
思
潮
の
中
に
あ
っ
て
、
徂
徠
学
の
道

徳
軽
視
は
寛
政
正
学
派
に
よ
っ
て
も
主
張
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
を

彼
ら
の
よ
う
に
「
治
人
」
に
特
化
し
た
形
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も

個
々
人
に
お
け
る
「
修
己
」
そ
の
も
の
を
重
視
す
る
視
座
か
ら
論
じ

た
点
に
黙
斎
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
な
に
ゆ
え
黙
斎
は
正
学

派
の
よ
う
な
徂
徠
学
批
判
に
は
進
ま
ず
、「
修
己
」
そ
れ
自
体
を
重

ん
じ
る
と
と
も
に
、
そ
の
「
修
己
」
を
数
多
あ
る
礼
の
中
で
も
あ
え

て
喪
礼
の
実
践
と
い
う
形
で
な
し
て
い
く
べ
き
だ
と
し
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
最
後
に
こ
の
疑
問
に
対
す
る
若
干
の
私
見
を
述
べ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
稿
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

黙
斎
と
正
学
派
と
を
わ
か
つ
最
大
の
相
違
は
け
だ
し
、
現
実
政
治

に
対
す
る
関
心
の
有
無
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
清
名
幸
谷
村
に
移
住
後

の
黙
斎
は
、「
南
総
ニ
隠
レ
、
数
々
ノ
俸
ヲ
辞
ス
」、「
固
ク
塵
俗
ヲ
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避
ケ
、
世
栄
ヲ
絶
チ
、
深
ク
市
中
ノ
隠
ト
為
リ
、
判
然
ト
シ
テ
其
ノ

仕
ヘ
ザ
ル
ヲ
明
カ
ニ
ス
」（『
稲
葉
黙
斎
先
生
伝
』）
と
い
っ
た
姿
勢
を

貫
い
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
政
治
実
践
へ
の
志
向
性
は
限
り

な
く
低
か
っ
た
と
見
て
よ
い
。
黙
斎
が
こ
う
し
た
姿
勢
を
と
る
に
至

っ
て
い
た
背
景
に
は
、「
浪
人
儒
者
ガ
大
名
ノ
前
デ
講
釈
ヲ
ヨ
ク
シ

テ
モ
、
近
習
ガ
ク
ツ
〳
〵
笑
フ
」（『
筆
記
』
三
巻
）
と
い
っ
た
認
識
が

あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
儒
者
が
大
名
相
手
に
儒
教
を
講
じ
た
と

こ
ろ
で
相
手
に
さ
れ
な
い
と
黙
斎
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
彼
が

か
つ
て
諸
藩
に
進
講
し
て
い
た
事
実
に
鑑
み
れ
ば
か
か
る
認
識
に
は

自
身
の
経
験
が
反
映
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
最
後
ま
で
儒

教
を
体
制
化
し
得
な
か
っ
た
近
世
日
本
に
お
い
て
儒
者
身
分
が
周
縁

的
な
と
こ
ろ
に
存
し
て
い
た
点
は
周
知
の
通
り
だ
が
、
上
述
の
認
識

も
基
本
的
に
は
そ
う
し
た
儒
者
身
分
の
構
造
的
問
題
の
う
え
に
醸
成

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
上
総
に
移
住
後

に
は
と
り
わ
け
政
治
実
践
を
志
向
し
な
い
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
黙
斎

に
お
い
て
、「
治
人
」
た
る
政
治
課
題
の
遂
行
が
も
と
よ
り
現
実
味

を
も
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
推
し
て
測
ら
れ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
黙
斎
に
と
っ
て
は
「
修
己
」
の
方
に
こ
そ
リ
ア
リ
テ

ィ
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
な
に
ゆ
え
喪
礼
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問

題
と
も
相
関
的
で
あ
る
。
例
え
ば
黙
斎
は
、
朱
熹
最
晩
年
（
完
成
は

没
後
）
の
大
著
『
儀
礼
経
伝
通
解
』
に
つ
い
て
「
通
解
ハ
天
子
諸
侯

ノ
受
用
ナ
リ
。
学
者
ニ
切
ニ
ナ
シ
」
と
、
こ
れ
を
あ
く
ま
で
「
天
子

諸
侯
」
の
礼
を
念
頭
に
お
く
著
作
で
あ
る
と
位
置
づ
け
具
体
的
言
及

を
避
け
る
と
同
時
に
、「
実
ニ
朱
子
ヲ
尊
ブ
モ
ノ
ハ
コ
ノ
家
礼
ノ
方

ガ
ヨ
イ
筈
」
と
や
は
り
『
家
礼
』
の
方
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調

し
て
い
る
（『
講
義
』
二
巻
）。
す
な
わ
ち
黙
斎
に
お
い
て
は
、『
家
礼
』

に
載
る
礼
こ
そ
が
、
為
政
者
の
側
に
立
た
な
い
近
世
日
本
の
儒
者
に

あ
っ
て
も
実
践
可
能
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
た
と
看
取
し
得
、
そ

の
よ
う
な
観
点
か
ら
『
家
礼
』
記
載
の
喪
礼
が
選
び
と
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
冒
頭
に
示
し
た
よ
う
に
、
黙
斎
の
呈
示
し
た

喪
礼
実
践
は
清
名
幸
谷
村
で
一
定
程
度
の
広
が
り
を
も
つ
こ
と
が
で

き
て
い
た
。
都
市
部
か
ら
離
れ
た
上
総
と
い
う
農
村
地
帯
で
儒
教
を

奉
じ
た
人
々
が
、
黙
斎
の
ご
と
く
現
実
政
治
と
直
接
的
な
関
わ
り
を

持
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言
を
俟
つ
ま
い
。
そ
の
よ
う
な
上

総
道
学
の
門
人
達
に
と
っ
て
も
ま
た
、「
修
己
」
の
た
め
の
喪
礼
こ

そ
が
現
実
的
に
実
現
可
能
な
儒
教
の
実
践
と
し
て
享
受
さ
れ
て
い
た

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

翻
っ
て
思
え
ば
十
八
世
紀
後
期
以
降
、
藩
政
改
革
等
と
軌
を
一
に

し
て
儒
者
の
政
治
参
加
が
徐
々
に
進
ん
で
い
っ
た
と
は
い
え
、
依
然

と
し
て
そ
う
し
た
事
態
と
無
縁
な
儒
者
達
も
多
数
い
た
は
ず
で
あ
る
。

中
井
竹
山
（
一
七
三
〇
─
一
八
〇
四
）
が
当
該
期
の
儒
者
の
現
状
を

「
民
間
戸
籍
に
登
ら
ざ
る
故
、
儒
者
の
分
往
々
医
名
に
托
し
、
又
市

中
に
て
屋
号
な
け
れ
ば
得
心
せ
ぬ
者
も
多
き
故
、
工
商
の
名
に
托
し

日本思想史学50-論文 松川雅信氏【再校】　　［出力］ 2018年9月21日　午後2時37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



135　稲葉黙斎の喪礼実践論

僦
居
す
る
等
、
余
り
浅
間
敷
事
也
」（『
草
茅
危
言
』）
と
認
識
し
て
い

て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
徂
徠
学
批
判
を

経
て
「
治
人
」
重
視
の
朱
子
学
を
「
復
活
」
さ
せ
る
と
と
も
に
、
か

く
な
る
「
治
人
」
を
実
際
に
多
少
な
り
と
も
な
し
得
て
い
た
（
そ
の

意
味
で
影
響
力
は
大
き
か
っ
た
が
立
場
と
し
て
は
特
殊
な
）
寛
政
正
学
派
よ

り
、
む
し
ろ
同
じ
く
反
徂
徠
の
思
潮
の
う
ち
に
存
し
な
が
ら
も
「
修

己
」
そ
の
も
の
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
い
た
そ
の
ほ
か
の
朱
子
学

者
達
の
方
に
、
我
々
は
も
っ
と
目
を
向
け
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な

い
。
黙
斎
の
喪
礼
実
践
論
は
、
儒
仏
混
淆
と
い
う
大
変
興
味
深
い
儒

仏
関
係
の
問
題
に
加
え
、
従
来
見
落
と
さ
れ
て
き
た
十
八
世
紀
後
期

の
か
よ
う
な
日
本
儒
教
の
姿
を
も
暗
示
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

注
（
1
）�

黙
斎
お
よ
び
上
総
道
学
の
基
本
情
報
に
関
し
て
は
、
梅
澤
芳
男

編
『
稲
葉
黙
斎
先
生
と
南
総
の
道
学
』（
南
総
崎
門
学
会
、
一
九
八

五
年
）、
塚
本
庸
『
要
説
上
総
道
学
の
研
究
』（
成
東
町
、
二
〇
〇
二

年
）、
高
島
元
洋
編
『
近
世
日
本
の
儒
教
思
想
』（
お
茶
の
水
女
子
大

学
付
属
図
書
館
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
。

（
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
。

（
（
）�

吾
妻
重
二
編
『
家
礼
文
献
集
成
』
日
本
篇
一
─
七
巻
（
関
西
大

学
出
版
部
、
二
〇
一
〇
─
一
八
年
）、
吾
妻
重
二
ほ
か
『
朱
子
家
礼

と
東
ア
ジ
ア
の
文
化
交
渉
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
二
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
）、
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
）
等
。

（
（
）�

大
久
保
紀
子
「
稲
葉
黙
斎
論
」（
前
掲
『
近
世
日
本
の
儒
教
思

想
』）、
三
浦
國
雄
「『
朱
子
家
礼
』
と
の
距
離
」（『
東
ア
ジ
ア
文
化

交
渉
研
究
』
東
ア
ジ
ア
文
化
研
究
科
開
設
記
念
号
、
二
〇
一
二
年
）、

細
谷
惠
志
「
我
が
国
に
お
け
る
『
朱
子
家
礼
』
の
受
容
に
つ
い
て
」

（『
東
洋
文
化
』
三
四
七
号
、
二
〇
一
六
年
）。
こ
れ
ら
は
個
々
に
は

有
益
な
指
摘
を
含
む
も
の
の
、
総
じ
て
以
下
で
論
じ
る
黙
斎
の
徂
徠

学
批
判
と
い
う
大
変
重
要
な
問
題
に
関
し
て
は
い
ず
れ
も
全
く
触
れ

ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
欠
陥
を
抱
え
て
い
る
。

（
5
）�

頼
祺
一
『
近
世
後
期
朱
子
学
派
の
研
究
』（
渓
水
社
、
一
九
八

六
年
）、
辻
本
雅
史
『
近
世
教
育
思
想
史
の
研
究
』（
思
文
閣
、
一
九

九
〇
年
）
等
。
な
お
近
年
で
は
加
え
て
、
清
儒
か
ら
の
影
響
と
い
う

要
因
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
真
壁
仁
『
徳
川
後
期
の
学
問
と
政
治
』

（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）、
荻
生
茂
博
『
近
代
・
ア
ジ

ア
・
陽
明
学
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
（
）�

前
掲
『
近
世
教
育
思
想
史
の
研
究
』
二
一
五
頁
。

（
（
）�
上
総
移
住
後
の
黙
斎
は
同
時
代
に
お
け
る
朱
子
学
の
再
流
行

を
「
此
頃
江
戸
デ
学
問
ガ
ハ
ヤ
ル
ト
云
ガ
、
朱
子
学
〳
〵
ト
云
テ
モ

朱
子
学
ト
云
ハ
ア
ル
マ
イ
。
皆
東
萊
派
ト
云
モ
ノ
ジ
ヤ
」（『
清
谷
語
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録
』
二
巻
）
と
認
識
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
詳
ら
か
に

し
得
な
い
。
た
だ
門
弟
の
林
潜
斎
が
、
岡
田
寒
泉
（
一
七
四
〇
─
一

八
一
六
）・
尾
藤
二
洲
（
一
七
四
五
─
一
八
一
四
）
ら
寛
政
正
学
派

の
儒
者
達
を
か
な
り
否
定
的
に
捉
え
て
い
た
こ
と
は
岡
直
養
『
林
潜

斎
事
略
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
黙
斎
な
い
し
上
総

道
学
が
自
ら
を
正
学
派
と
峻
別
し
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

（
8
）�

藍
弘
岳
「
太
宰
春
台
と
徂
徠
学
の
再
構
成
」（『
思
想
』
一
一
一

二
号
、
二
〇
一
六
年
）、
吾
妻
重
二
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
儒
教
儀

礼
研
究
」（『
ア
ジ
ア
文
化
交
流
研
究
』
二
号
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
（
）�

吾
妻
重
二
「
近
世
儒
教
の
祭
祀
儀
礼
と
木
主
・
位
牌
」
同
ほ
か

『
東
ア
ジ
ア
世
界
と
儒
教
』
東
方
書
店
、
二
〇
〇
五
年
。

（
10
）�

因
み
に
太
宰
春
台
の
喪
礼
論
は
、
こ
う
し
た
「
俗
」
の
斟
酌
と

い
う
観
点
か
ら
そ
の
実
践
不
可
能
性
が
論
難
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
例

え
ば
黙
斎
は
春
台
を
「
唐
ノ
マ
ネ
ヲ
ス
ル
モ
ノ
」
と
見
な
す
前
提
の

も
と
、「
ア
マ
リ
俗
ト
ス
レ
チ
ガ
フ
ト
肝
心
ノ
コ
ト
モ
ナ
ラ
ヌ
ヤ
フ

ニ
ナ
ル
。
学
者
カ
タ
ギ
ノ
唐
ズ
キ
ノ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
見
識
ナ
キ
コ

ト
」
と
述
べ
て
い
る
（『
講
義
』
一
巻
）。
す
な
わ
ち
「
俗
」
に
鑑
み

ず
「
唐
」
に
倣
う
あ
ま
り
、
礼
を
実
施
し
得
な
く
な
る
こ
と
が
問
題

視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
11
）�

拙
稿
「
寺
檀
制
下
の
儒
礼
」（『
立
命
館
史
学
』
三
七
号
、
二

〇
一
六
年
）。

（
12
）�

念
の
た
め
付
言
し
て
お
け
ば
、
高
橋
文
博
『
近
世
の
死
生
観
』

（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
六
年
）
で
も
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、「
皮
毛

外
」
そ
れ
自
体
へ
の
言
及
は
、
闇
斎
学
派
内
で
は
既
に
浅
見
絅
斎

『
家
礼
師
説
』・
若
林
強
斎
（
一
六
七
九
─
一
七
三
二
）『
家
礼
訓
蒙

疏
』・
稲
葉
迂
斎
（
一
六
八
四
─
一
七
六
〇
）『
火
葬
論
』
等
に
散
見

さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
絅
斎
・
強
斎
は
そ
も
そ
も
「
皮
毛
外
」
を

仏
教
の
問
題
と
結
び
つ
け
て
捉
え
て
い
な
い
。
迂
斎
は
例
外
的
に
仏

教
へ
の
配
慮
に
説
き
お
よ
ん
で
い
る
も
の
の
、
必
ず
し
も
そ
の
存
在

を
勘
案
し
た
具
体
的
な
形
で
の
喪
礼
実
践
の
あ
り
方
は
示
さ
れ
て
い

な
い
。「
皮
毛
外
」
を
明
確
な
論
拠
と
し
な
が
ら
、
仏
教
を
容
れ
た

形
で
の
具
体
的
な
喪
礼
実
践
の
あ
り
方
を
呈
示
し
た
点
に
黙
斎
の
特

徴
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
1（
）�

前
掲
「
近
世
儒
教
の
祭
祀
儀
礼
と
木
主
・
位
牌
」、
原
田
正

俊
「
日
本
中
世
の
位
牌
と
葬
礼
・
追
善
」（『
ア
ジ
ア
遊
学
』
二
〇
六

号
、
二
〇
一
七
年
）
等
。

（
1（
）�

『
喪
埋
之
書
』
は
黙
斎
が
上
総
に
移
住
す
る
以
前
の
寛
延
元

（
一
七
五
一
）
年
に
書
か
れ
て
い
る
。
だ
が
該
書
は
上
総
に
も
確
か

に
伝
わ
っ
て
お
り
、
例
え
ば
弘
化
四
（
一
八
四
七
）
年
の
写
本
の
奥

書
に
「
此
書
、
成
東
武
兵
衛
よ
り
伝
わ
り
て
後
、
成
東
駅
の
葬
埋
多

く
古
礼
に
復
す
。
武
兵
衛
の
如
き
は
先
生
の
志
を
継
ぎ
て
、
礼
俗
を

成
す
者
と
謂
う
べ
き
者
な
り
」（『
喪
埋
之
書
』）
と
あ
る
こ
と
を
踏

ま
え
れ
ば
、
該
書
に
基
づ
く
儒
礼
が
上
総
で
少
な
か
ら
ず
執
り
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
15
）�
黙
斎
に
お
い
て
寺
院
が
墓
所
を
管
理
す
る
と
い
う
こ
と
は
「
今

日
、
旦
那
寺
ヲ
ソ
マ
ツ
ニ
セ
ヌ
モ
其
寺
中
境
内
ニ
先
祖
ノ
遺
骸
ヲ
埋
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137　稲葉黙斎の喪礼実践論

メ
ヲ
ク
カ
ラ
ゾ
」（『
筆
記
』
三
巻
）
と
、
所
与
の
前
提
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
彼
は
ま
た
「
金
銀
ヲ
ア
ツ
メ
祠
堂
金
を
寺
に
付
べ
し
。
左
ス

レ
バ
是
モ
過
去
帳
ニ
付
ケ
永
々
墓
を
あ
ば
か
ざ
る
、
寺
あ
る
か
ぎ
り

の
事
を
證
ス
、
是
甚
永
久
之
謀
」（『
喪
埋
之
書
』）
と
、
そ
う
し
た

寺
院
に
祠
堂
金
を
支
払
う
こ
と
で
墓
の
長
久
な
保
存
を
企
図
す
べ
き

だ
と
も
述
べ
て
い
る
。

（
1（
）�

こ
の
「
永
久
の
慮
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
黙
斎
が
以
下
の
よ
う

な
批
判
を
展
開
し
て
い
た
点
は
興
味
深
い
。「
詩
ヲ
作
ル
ト
キ
ハ
黒

田
川
ヲ
黒
水
ト
モ
目
黒
ヲ
驟
山
ト
モ
勝
手
ニ
ス
ル
ガ
ヨ
イ
ガ
、
ソ
コ

デ
吾
親
ノ
死
ン
ダ
ト
キ
行
ヤ
碑
文
ニ
、
驟
山
ノ
黒
水
ノ
ト
書
ク
ト
ヲ

ド
ケ
ラ
シ
ク
テ
悪
ヒ
。
後
世
事
実
ガ
知
レ
ヌ
様
ニ
モ
成
フ
。〔
中
略
〕

南
郭
ハ
雅
字
ヲ
好
ム
デ
当
ラ
ヌ
コ
ト
ガ
多
ヒ
」（『
清
谷
語
録
』
二

巻
）。
こ
の
言
述
に
鑑
み
れ
ば
、
上
引
の
「
俗
儒
」
の
墓
碑
銘
を
批

判
す
る
際
に
黙
斎
が
念
頭
に
お
い
て
い
た
の
は
、
も
し
か
す
る
と
徂

徠
学
派
の
服
部
南
郭
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
1（
）�

「
蓋
上
世
。
嘗
有
不
葬
其
親
者
。
其
親
死
。
則
挙
而
委
之
於
壑
。

他
日
過
之
。
狐
狸
食
之
。
蝿
蚋
姑
嘬
。
其
顙
有
沘
。
中
心
達
於
面
目
。

蓋
帰
反　

梩
而
掩
之
。
掩
之
誠
是
也
。
則
孝
子
仁
人
之
掩
其
親
。
亦

必
有
道
矣
」（『
孟
子
』
滕
文
公
上
）。

（
18
）�

木
下
光
生
『
近
世
三
昧
聖
と
葬
送
文
化
』（
塙
書
房
、
二
〇
一

〇
年
）。

（
1（
）�

例
え
ば
黒
住
真
『
近
世
日
本
社
会
と
儒
教
』（
ぺ
り
か
ん

社
、
二
〇
〇
三
年
）
は
、
寺
檀
制
の
存
在
を
主
な
根
拠
と
し
て
近
世

日
本
で
の
儒
礼
の
不
在
を
論
じ
て
い
る
。

　
＊
引
用
史
料
一
覧

■
浅
見
絅
斎
『
家
礼
師
説
』
…
小
浜
市
教
育
委
員
会
所
蔵　

■
稲
葉
黙

斎
『
小
学
筆
記
』
…
東
京
大
学
総
合
図
書
館
所
蔵
／
『
家
礼
抄
略
講
義
』

『
清
谷
語
録
』『
喪
埋
之
書
』
…
千
葉
県
文
書
館
所
蔵
／
『
哀
公
問
何
為

民
服
章
講
義
』『
答
或
人
』『
姫
島
講
義
』「
鵜
沢
喜
内
・
幸
七
郎
宛
書

簡
」
…
『
東
金
市
史
』
資
料
篇
三
巻
、
東
金
市
役
所
、
一
九
八
〇
年
／

『
五
旬
引
』
…
『
東
金
市
史
』
資
料
篇
四
巻
、
東
金
市
役
所
、
一
九
八
二

年　

■
蟹
養
斎
『
居
家
大
事
記
』
…
九
州
大
学
付
属
図
書
所
蔵　

朱
熹

『
家
礼
』『
朱
子
語
類
』
巻
八
九
…
『
朱
子
全
書
』
七
・
一
七
冊
、
上
海

古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年　

■
中
井
竹
山
『
草
茅
危
言
』
…
『
日
本

経
済
大
典
』
二
三
巻
、
明
治
文
献
、
一
九
六
九
年　

■
西
山
拙
斎
「
与

赤
松
滄
州
論
学
書
」…『
日
本
思
想
大
系
四
七
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
二

年　

■
林
潜
斎
『
稲
葉
黙
斎
先
生
伝
』
…
『
東
金
市
史
』
資
料
篇
三
巻　

■
尾
藤
二
洲
『
正
学
指
掌
』…『
日
本
思
想
大
系
三
七
』
岩
波
書
店
、
一

九
七
二
年
／
「
答
問
愚
言
」
…
『
日
本
思
想
大
系
四
七
』

　

付
記　

史
料
の
閲
覧
に
あ
た
っ
て
は
、
千
葉
県
文
書
館
の
方
々
に
一

方
な
ら
ぬ
ご
助
力
を
賜
り
ま
し
た
。
末
尾
な
が
ら
記
し
て
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

�

（
立
命
館
大
学
非
常
勤
講
師
）
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