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は
じ
め
に

一
、『
儀
礼
』
士
冠
礼
篇
の
「
経
」「
記
」
関
係
に
つ
い
て

二
、「
記
」
の
複
層
性
に
つ
い
て

三
、
冠
礼
か
ら
冠
義
へ
│
礼
学
に
お
け
る
「
義
」
篇
の
形
成
│

　
　

お
わ
り
に

は
じ
め
に

　
『
儀
礼
』
士
冠
礼
篇
は
、
成
人
し
た
士
に
初
め
て
冠
を
加
え
る
儀
礼
（「
冠

礼
」）
の
式
次
第
を
、『
礼
記
』
冠
義
篇
は
、
士
冠
礼
の
「
義
」
を
説
く
こ
と
を

主
題
と
し
た
篇
で
あ
る
。
儒
教
経
学
に
あ
っ
て
は
、「
経
」
を
基
と
し
て
そ
の

解
釈
で
あ
る
「
伝
」「
記
」
が
書
か
れ
る
の
が
通
説
と
さ
れ
る
）
1
（

。
し
た
が
っ
て
、

今
本
『
儀
礼
』・『
礼
記
』
の
二
書
は
、
礼
の
「
経
」（
一
貫
し
て
儀
礼
の
次
第

を
記
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
）・
礼
の
「
記
」（「
経
」
に
対
す
る
ノ
ー
ト
）
に
相
当

す
る
書
物
と
位
置
付
け
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
二
書
に
収
め
ら
れ
る
士
冠
礼
篇

と
冠
義
篇
も
、
前
者
に
対
し
て
後
者
が
従
属
す
る
関
係
に
あ
る
と
捉
え
る
こ
と

は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
共
通
し
て
み
ら
れ
る
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
冠
義
篇
は
士
冠
礼
篇
経
文
に
忠
実
に
従
っ
て
儀
節
の
解
釈
を
記
す
の
み
な

ら
ず
、
冠
礼
が
有
す
る
倫
理
的
教
訓
や
政
治
的
有
効
性
を
も
説
く
。
そ
の
理
由

に
は
、
編
纂
の
姿
勢
が
「
記
」
と
「
義
」
と
で
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。
す
で
に
多
く
の
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
冠
義
篇
の
よ
う
に

「
義
」
字
を
篇
題
に
有
す
る
篇
は
、
礼
経
に
書
か
れ
た
儀
節
な
い
し
儀
礼
そ
の

も
の
に
対
す
る
意
義
を
解
釈
し
論
じ
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、『
儀
礼
』
士
冠
礼
篇
の
「
経
」
と
「
記
」、
お
よ
び
そ
の
意
義
を

説
く
と
さ
れ
る
『
礼
記
』
冠
義
篇
（「
義
」）
を
取
り
上
げ
、
両
篇
の
内
容
が
ど

の
よ
う
な
構
成
を
と
り
、「
経
」
│
「
記
」
の
よ
う
な
従
属
す
る
関
係
に
あ
る

の
か
否
か
。
こ
れ
を
分
析
し
た
う
え
で
、
如
何
な
る
編
纂
方
針
の
も
と
に
「
義
」

篇
が
編
ま
れ
た
の
か
を
考
察
す
る
。
士
冠
礼
篇
と
冠
義
篇
と
は
、
礼
学
に
お
い

て
「
経
」・「
記
」・「
義
」
の
い
ず
れ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
。『
儀
礼
』
と
『
礼

記
』
の
「
経
」「
記
」
関
係
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
改
め
ら
れ
る
認
識
は
、

漢
代
礼
学
に
お
け
る
「
経
」「
記
」
か
ら
「
義
」
へ
の
展
開
に
つ
い
て

│
│ 『
礼
記
』
冠
義
篇
を
中
心
に 

│
│

黒
　
﨑
　
恵
　
輔
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や
が
て
漢
代
礼
学
成
立
史
の
一
層
を
明
ら
か
に
す
る
足
掛
か
り
と
な
ろ
う
。

一
、『
儀
礼
』
士
冠
礼
篇
の
「
経
」「
記
」
関
係
に
つ
い
て

　

本
稿
の
主
眼
は
、
あ
く
ま
で
も
両
篇
の
間
に
横
た
わ
る
「
経
」「
記
」
関
係

の
再
検
討
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
経
書
の
内
容
解
釈
な
ど
に
つ
い
て
は
、
以
下

の
諸
先
行
研
究
な
ど
に
譲
っ
て
適
宜
に
取
り
上
げ
る
の
み
に
留
め
、
あ
く
ま
で

も
「
経
」
や
「
記
」
と
い
っ
た
文
献
的
枠
組
み
を
中
心
に
論
じ
る
。

　

士
冠
礼
篇
の
解
釈
に
つ
い
て
は
池
田
末
利
『
儀
礼
Ⅰ
）
2
（

』
に
詳
細
な
訳
注
が
あ

り
、
多
く
参
考
に
し
た
。
ま
た
士
冠
礼
篇
お
よ
び
冠
義
篇
に
書
か
れ
た
具
体
的

な
儀
式
の
様
相
や
そ
の
意
義
の
考
察
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
赤
塚
忠
《
一
九
八

六
）
3
（

》
や
山
邊
進
〈
一
九
九
六
）
4
（

〉
な
ど
に
ま
と
ま
っ
た
論
考
が
あ
る
。
ま
ず
は
士

冠
礼
の
大
体
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

士
冠
礼
と
は
、
士
の
冠
礼
で
あ
り
、
昏
礼
（
婚
姻
儀
礼
）
な
ど
と
と
も
に
家

礼
に
属
す
る
儀
礼
で
あ
る
。
士
冠
礼
篇
に
解
題
を
附
し
た
後
漢
の
鄭
玄
『
儀
礼

目
録
』
に
は
、

童
子 

職
に
任
じ
、
士
の
位
に
居
る
も
の
、
年
二
十
に
し
て
冠
す
。
主
人

立
ち
て
冠
し
て
朝
服
す
る
は
、
則
ち
是
れ
諸
侯
に
仕
ふ
る
な
り
。
天
子
の

士
は
、
朝
服
・
皮
弁
・
素
積
す
。
古い
に
し
へ者
四
民
は
世
よ
事
に
し
て
、
士
の
子

は
恒
に
士
と
為
る
。
冠
礼
、
五
礼
に
於
て
は
嘉
礼
に
属
す
。
大
小
戴
及
び

別
録
、
此
れ
皆 

第
一
な
り
）
5
（

。

と
あ
り
、
上
士
・
中
士
・
下
士
な
ど
の
職
に
任
命
さ
れ
て
、
士
と
し
て
認
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
童
子
が
、
二
十
歳
に
士
の
身
分
に
応
じ
た
加
冠
の
礼
を
行
う
。

こ
れ
か
ら
諸
侯
に
仕
え
る
場
合
は
、
主
人
（
主
に
こ
れ
か
ら
冠
す
る
者
の
父
兄
）

は
玄
冠
を
か
ぶ
っ
て
朝
服
を
着
る
。
も
し
天
子
に
仕
え
る
士
の
場
合
に
は
朝
服

を
着
る
の
み
な
ら
ず
、
皮
弁
を
か
ぶ
っ
て
素
積
（
白
い
裳も
す
そ）

を
穿
く
。
古
く
は

四
民
（
士
・
農
・
工
・
商
）
は
世
襲
制
で
あ
っ
た
か
ら
、
士
の
子
は
代
々
士
と

な
っ
た
。
冠
礼
は
、
吉
凶
賓
軍
嘉
の
五
礼
の
中
で
は
嘉
礼
に
属
し
、
ま
た
戴
徳

の
大
戴
礼
・
戴
聖
の
小
戴
礼
・
劉
向
『
別
録
』
の
い
ず
れ
の
目
録
に
お
い
て
も

『
礼
』
の
第
一
番
目
に
位
置
す
る
、
と
い
う
。

　

冠
礼
を
執
り
行
な
う
の
は
、
冠
者
が
幼
時
の
家
庭
生
活
か
ら
出
て
、
一
人
前

の
士
と
し
て
社
会
に
参
画
す
る
こ
と
を
、
儀
式
の
陪
席
者
ら
の
前
で
明
ら
か
に

す
る
た
め
で
あ
る
。
士
と
し
て
果
た
す
べ
き
責
任
を
負
わ
ん
と
誓
う
こ
と
は
、

冠
を
加
え
る
際
の
祝
辞
の
中
に
看
取
で
き
る
。

始
め
加
ふ
る
と
き
、
祝
し
て
曰
く
、
令
月
吉
日
、
始
め
て
元
服
を
加
ふ
。

爾
の
幼
志
を
棄
て
、
爾
の
成
徳
に
順
へ
、
寿
考 

惟
れ
祺
さ
い
は
ひに
し
、
爾
の
景

福
を
介お
ほ

い
に
せ
ん
。
爾
の
幼
志
を
棄
て
よ
、
と
。
再
び
加
ふ
る
と
き
に
曰

く
、
吉
月
令
辰
、
乃
ち
爾
の
服
を
申か
さ

ぬ
。
爾
の
威
儀
を
敬
し
み
、
淑よ

く
爾

の
徳
を
慎
め
、
眉
寿
万
年
、
永
く
胡
福
を
受
け
ん
、
と
。
三
た
び
加
へ
て

曰
く
、
歳
の
正よ

き
を
以
て
、
月
の
令よ

き
を
以
て
、
咸
く
爾
の
服
を
加
ふ
。

兄
弟 

具
に
在
り
、
以
て
厥
の
徳
を
成
せ
。
黄
耇 

疆か
ぎ

り
無
く
、
天
の
慶
を

受
け
よ
、
と
）
6
（

。

　

冠
礼
に
お
い
て
冠
者
は
三
度
異
な
る
冠
を
受
け
る
が
、
そ
の
折
々
に
祝
辞
が

述
べ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
辞
は
、
幼
さ
か
ら
の
決
別
と
と
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も
に
そ
の
生
涯
に
渡
る
自
主
独
立
の
決
意
の
表
わ
れ
で
あ
る
。
祝
辞
を
「
経
」

と
し
て
記
し
留
め
て
儀
礼
実
習
の
た
め
に
用
立
て
る
こ
と
は
、
冠
者
に
対
し
て

自
立
意
識
の
自
覚
を
促
す
意
味
も
生
ま
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
冠
礼
は
人
間
の

一
生
涯
に
あ
っ
て
幼
年
期
か
ら
成
人
へ
の
転
機
と
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
「
辞
」（
儀
式
に
お
け
る
口
上
の
文
章
）
に
つ
い
て
清
の
王
士
譲
は
、

士
譲
按
ず
る
に
、
辞
と
記
と
は
各
お
の
別
つ
有
り
。
記
は
乃
ち
礼
を
読
む

者
の
附
す
所
に
し
て
、
伝
と
相
ひ
類
す
。
辞
は
乃
ち
経
を
作
る
の
時
、
著

し
て
定
式
の
文
と
為
し
、
士
大
夫
の
承
用
に
便
な
ら
し
む
。
亦
た
即
ち
経

な
り
。
周
公
の
成
王
に
冠
す
る
と
き
、
祝
雍
に
命
じ
て
辞
頌
を
作
ら
し
む

る
を
観
れ
ば
、
見
つ
べ
し
）
7
（

。

と
い
う
。
ま
ず
、「
経
」「
記
」
は
別
個
に
存
在
し
た
様
式
で
あ
っ
た
。「
記
」
は
、

書
か
れ
た
礼
を
読
み
習
う
者
が
「
経
」
に
附
属
さ
せ
た
も
の
で
「
伝
」
と
類
似

す
る
。
こ
れ
に
対
し
「
辞
」
は
、「
経
」
が
作
ら
れ
る
際
、
口
上
を
文
字
に
起

こ
し
て
定
式
化
し
、
士
大
夫
ら
の
学
習
に
利
用
さ
れ
た
も
の
で
、「
経
」
に
相

当
す
る
と
見
な
さ
れ
る
。「
辞
」
は
、
儀
式
の
進
行
上
必
要
不
可
欠
な
文
と
認

め
ら
れ
た
か
ら
、「
経
」
と
一
体
に
し
て
読
み
継
が
れ
て
き
た
様
式
な
の
で
あ
る
。

　

文
化
人
類
学
的
視
点
か
ら
成
人
の
儀
式
で
あ
る
冠
礼
の
意
義
を
考
察
し
た
赤

塚
《
一
九
八
六
》
は
、「
冠
は
そ
の
所
属
の
郷
党
集
団
の
権
威
を
表
徴
す
る
。〔
中

略
〕
王
、
天
子
と
い
え
ど
も
一
人
の
至
尊
に
よ
っ
て
そ
の
権
威
が
行
わ
れ
る
の

で
は
な
く
、
王
、
天
子
は
即
国
家
と
し
て
の
権
威
で
あ
る
。
郷
党
に
お
い
て
は

い
っ
そ
う
集
団
的
で
あ
っ
て
そ
の
団
結
の
表
徴
で
あ
る
。
か
か
る
団
結
が
礼
と

い
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
礼
の
表
徴
で
あ
る
。
げ
に
冠
礼
の
眼
目
は
こ
の
冠
に

在
る
。
従
っ
て
加
冠
と
は
そ
の
集
団
の
権
威
を
加
え
る
こ
と
で
あ
る
。〔
中
略
〕

ゆ
え
に
こ
こ
で
は
そ
の
（
冠
者
の
）
行
蔵
進
退
が
そ
の
団
結
を
破
ら
ぬ
か
否
か
、

す
な
わ
ち
礼
に
合
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
原

初
の
士
冠
礼
と
は
、
も
と
も
と
家
族
・
郷
党
の
中
で
行
わ
れ
て
い
た
、
成
人
と

し
て
集
団
に
承
認
さ
れ
る
た
め
の
通
過
儀
礼
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
社
会
の
時
代

的
変
遷
に
と
も
な
い
、
士
と
し
て
国
家
の
た
め
に
仕
え
る
通
過
儀
礼
と
し
て
整

備
さ
れ
、
ま
た
そ
の
儀
式
次
第
が
書
き
留
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
現
在
、
士
冠
礼
篇
が
収
録
さ
れ
る
の
は
『
儀
礼
』
で
あ
る
。
漢
志
の
目

録
上
に
は
、

礼
古
経 

五
十
六
巻
、
経 

十
七
篇
﹇
后
氏
、
戴
氏
あ
り
﹈。

記 

百
三
十
一
篇
。﹇
七
十
子
の
後
学
の
者
の
記
す
所
な
り
）
8
（

﹈。

と
あ
り
、
ま
た
、

漢 

興
り
、
魯
の
高
堂
生 

士
礼
十
七
篇
を
伝
ふ
。
孝
宣
の
世
に
訖
り
、
后

倉 

最
も
明
ら
か
な
り
。
戴
徳
・
戴
聖
・
慶
普
は
皆 

其
の
弟
子
に
し
て
、

三
家 

学
官
に
立
つ
。
礼
古
経
と
は
、
魯
の
淹
中
よ
り
出
で
、
后
氏
学
十

七
篇
及と

文
相
ひ
似
る
も
、
三
十
九
篇
多
し
。
明
堂
陰
陽
・
王
史
氏
記
の
見

さ
る
る
所
に
及
び
、
天
子
諸
侯
卿
大
夫
の
制
多
く
、
備
ふ
能
は
ざ
る
と
雖

も
、
猶
ほ
倉
等
の
士
礼
を
推
し
て
天
子
に
致
る
の
説
よ
り
瘉ま
さ

る
）
9
（

。

と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
今
本
『
儀
礼
』
十
七
篇
は
、
目
録
に
あ
る
「
経
十
七
篇
」

お
よ
び
魯
の
高
堂
生
が
伝
え
た
「
士
礼
十
七
篇
」
に
当
た
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

今
本
十
七
篇
の
篇
次
は
劉
向
『
別
録
』
に
従
う
も
の
で
、
⑴
「
士
冠
礼
」、
⑵
「
士

昏
礼
」、
⑶
「
士
相
見
礼
」、
⑷
「
郷
飲
酒
礼
」、
⑸
「
郷
射
礼
」、
⑹
「
燕
礼
」、
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⑺
「
大
射
」、
⑻
「
覲
礼
」、
⑼
「
公
食
大
夫
礼
」、
⑽
「
覲
礼
」、
⑾
「
喪
服
」、

⑿
「
士
喪
礼
」、
⒀
「
既
夕
礼
」、
⒁
「
士
虞
礼
」、
⒂
「
特
牲
饋
食
礼
」、
⒃
「
少

牢
饋
食
礼
」、
⒄
「
有
司
徹
」
と
な
っ
て
い
る
。
士
の
行
う
冠
婚
や
相
見
の
礼

が
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
大
夫
の
行
う
郷
飲
酒
礼
や
郷
射
礼
、
諸
侯

の
燕
礼
や
聘
礼
、
天
子
の
覲
礼
、
ま
た
⑾
〜
⒁
に
は
喪
礼
に
関
す
る
篇
が
位
置

す
る
。
楊
寛
《
一
九
六
五
》）10
（

、
小
南
一
郎
〈
一
九
九
五
〉
ら
）
11
（

は
、『
儀
礼
』
に
集

め
ら
れ
た
礼
は
、
王
朝
の
儀
礼
な
ど
と
は
別
に
、
郷
党
社
会
に
密
着
し
た
士
階

層
の
生
活
の
中
に
そ
の
根
源
を
も
つ
も
の
と
し
、
西
周
金
文
に
弓
射
の
儀
礼
と

燕
飲
の
儀
礼
と
が
一
連
の
儀
式
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
形
跡
が
記
録
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、『
儀
礼
』
に
記
さ
れ
る
儀
礼
は
、
本
来
地
域
社
会
の
間
で
伝

承
さ
れ
て
い
た
儀
式
だ
と
考
え
る
。
こ
の
見
方
に
依
る
な
ら
ば
、
現
行
の
十
七

篇
は
高
堂
生
が
伝
え
た
「
士
礼
十
七
篇
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
天
子
や
諸
侯

の
儀
礼
を
記
す
「
礼
古
経
」
な
る
も
の
の
「
経
」
も
、
十
七
篇
中
に
混
在
し
て

い
る
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

士
礼
は
、
原
初
は
郷
党
社
会
の
な
か
で
口
伝
え
ら
れ
、
こ
れ
を
読
む
礼
と
し

て
伝
え
た
の
が
魯
の
高
堂
生
で
あ
っ
た
）
12
（

。
そ
の
礼
は
徐
生
│
子
│
蕭
奮
│
孟
卿

│
后
倉
へ
と
伝
承
さ
れ
、
宣
帝
の
時
代
、
后
倉
の
弟
子
で
あ
る
戴
徳
・
戴
聖
・

慶
普
、
三
家
の
礼
学
が
学
官
に
立
て
ら
れ
た
。
高
堂
生
か
ら
后
倉
・
三
家
に
至

る
ま
で
の
間
、
礼
の
経
を
読
み
習
う
学
術
と
と
も
に
、
経
に
対
す
る
補
記
も
ま

た
彼
ら
の
手
に
よ
っ
て
造
作
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
漢
志
に
「
曲
台
后

倉
九
篇
」
と
記
録
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
如
淳
注
に
、「
礼
射
を
曲
台
に
行
ひ
、
后

倉 

記
を
為
る
、
故
に
名
づ
け
て
曲
台
記
と
曰
ふ
）
13
（

」
と
あ
り
、
后
倉
は
高
堂
生

由
来
の
士
礼
十
七
篇
の
み
な
ら
ず
、
礼
の
経
に
対
す
る
「
記
」
を
記
し
残
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
戴
徳
・
戴
聖
も
ま
た
、
十
七
篇
の
礼
経
と
と
も
に
「
記
」
を

伝
え
て
お
り
、
現
在
の
『
大
戴
礼
記
』・『（
小
戴
）
礼
記
』
が
こ
れ
に
当
た
る

と
さ
れ
る
。
以
上
が
、『
儀
礼
』
を
礼
の
「
経
」
と
し
、『
礼
記
』
を
そ
の
「
記
」

と
し
て
捉
え
、「
経
」
が
先
に
立
っ
て
後
に
「
記
」
が
備
わ
る
と
さ
れ
る
背
景

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
今
本
『
儀
礼
』
お
よ
び
『
礼
記
』
諸
篇
の
内
容
を
鑑

み
る
に
、「
礼
経
」
│
「
記
」
の
図
式
を
そ
の
ま
ま
全
て
の
篇
に
対
し
て
は
適

用
し
得
な
い
。
今
本
『
礼
記
』
は
、
書
名
の
由
来
で
あ
る
礼
の
記
を
収
め
る
の

み
な
ら
ず
、
逸
礼
や
古
制
、
そ
し
て
礼
の
義
を
広
く
収
集
す
る
書
物
で
あ
っ
て
、

た
だ
ち
に
「
記
」
の
特
徴
だ
け
を
も
っ
て
そ
の
書
を
性
格
づ
け
ら
れ
る
は
ず
の

も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

二
、「
記
」
の
複
層
性
に
つ
い
て

　

今
本
『
儀
礼
』
を
読
む
に
あ
た
っ
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
経
文
中
に

「
経
」「
記
」
を
弁
別
し
て
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
あ
る
。
清
の
盛
世
佐
に

よ
れ
ば
、「
記
」
に
は
三
つ
の
特
徴
が
あ
っ
て
、『
儀
礼
』
経
文
に
は
「
経
」
と

「
記
」
が
雑
揉
し
て
い
る
と
い
う
）
14
（

。
彼
の
考
え
る
三
種
の
「
記
」
の
特
徴
は
、

左
の
よ
う
に
な
る
。

①
「
経
」
の
記
述
の
不
備
を
補
う
。

②
時
代
が
変
わ
っ
た
り
、
地
域
や
風
俗
が
異
な
る
と
き
の
礼
制
を
記
す
。

③
礼
を
伝
え
聞
く
者
た
ち
の
銘
々
の
記
録
で
あ
っ
て
、
経
典
の
本
義
と
異
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な
る
も
の
。

　

異
な
る
時
代
・
地
域
に
あ
っ
て
、
礼
経
の
記
述
に
対
す
る
不
備
や
異
聞
を
記

し
と
ど
め
た
「
記
」
は
時
間
の
推
移
と
と
も
に
増
産
さ
れ
る
。
礼
経
を
修
学
す

る
者
は
、
各
々
に
礼
の
「
経
」
を
持
ち
、「
経
」
に
書
か
れ
る
儀
式
の
行
程
に

疑
義
が
あ
れ
ば
そ
の
箇
所
に
対
す
る
補
記
（「
伝
」
や
「
記
」）
を
参
考
に
し
、

礼
経
と
補
記
と
を
読
み
解
き
な
が
ら
実
際
に
儀
容
を
習
っ
て
い
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
盛
世
佐
は
、
記
録
が
な
さ
れ
始
め
た
時
に
は
、
依
然
、「
経
」
と
「
記
」

ま
た
は
「
記
」
同
士
が
混
じ
り
合
う
は
ず
は
な
か
っ
た
が
、
漢
儒
の
手
に
よ
っ

て
秦
代
焚
書
の
残
欠
や
そ
の
時
々
の
礼
経
学
師
の
説
を
組
み
入
れ
ら
れ
た
も
の

だ
か
ら
、
元
来
混
じ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
経
」「
記
」
が
連
な
り
、
三
者
の

区
別
が
付
か
な
く
な
っ
た
、
と
述
べ
る
。

　

た
し
か
に
『
儀
礼
』
燕
礼
篇
な
ど
に
お
い
て
「
記
」
と
明
示
さ
れ
る
箇
所
に

は
、
盛
世
佐
の
述
べ
る
特
徴
を
有
す
る
文
が
確
認
で
き
、
そ
れ
が
「
礼
経
」
に

対
す
る
補
記0

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
と
こ
ろ
が
、
以
下
に
提
示
す
る
士
冠
礼

篇
の
「
記
」
に
お
い
て
は
、
経
文
中
に
「
記
」
を
明
示
し
た
直
後
に
「
冠
義0

」

と
あ
り
、
①
「
経
」
を
補
う
よ
う
な
記
述
は
わ
ず
か
で
あ
っ
て
、
文
章
全
体
の

特
徴
と
し
て
は
②
、
③
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

記
。
冠
義
。
始
め
て
冠
す
る
は
、
緇
布
の
冠
な
り
。
大
古
は
布
を
冠
し
、

斉
す
れ
ば
則
ち
之
を
緇
に
す
。
其
の
緌
あ
る
や
、
孔
子
曰
く
、
吾
未
だ
之

を
聞
か
ざ
る
な
り
、
と
。
冠
し
て
之
を
蔽す

つ
る
も
可
な
り
。
適
子 

阼
に

冠
す
る
は
、
以
て
代
は
る
こ
と
を
著
ら
か
に
す
る
な
り
。
客
位
に
醮
す
る

は
、
成
る
有
る
を
加た

っ
とぶ

な
り
。
三
た
び
加
へ
て
弥い

よ

い
よ
尊
く
す
る
は
、
其

の
志
を
論
ず
る
な
り
。
冠
し
て
之
に
字
す
る
は
、
其
の
名
を
敬
ふ
な
り
。

委
貌
は
、
周
の
道
な
り
。
章
甫
は
、
殷
の
道
な
り
。
毋
追
は
、
夏
后
氏
の

道
な
り
。
周
は
弁
、
殷
は
冔
、
夏
は
收
、
三
王
は
皮
弁
・
素
積
を
共
に
す
。

大
夫
の
冠
礼
無
く
し
て
、
其
の
昏
礼
有
る
は
、
古
者
は
五
十
に
し
て
后
に

爵
あ
れ
ば
な
り
。
何
の
大
夫
の
冠
礼
か
之
れ
有
ら
ん
。
公
侯
の
冠
礼
有
る

や
、
夏
の
末
に
造
れ
る
な
り
。
天
子
の
元
子
も
猶
ほ
士
の
ご
と
き
な
り
。

天
下 

生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
貴
き
者
無
き
な
り
。
世
を
継
ぎ
て
以
て
諸

侯
を
立
つ
る
は
、
賢
に
象
れ
ば
な
り
。
官
を
以
て
人
を
爵
す
る
は
、
徳
の

殺
な
り
。
死
し
て
謚
す
る
は
今
な
り
。
古
者
は
生
き
て
爵
無
く
、
死
し
て

謚
無
し
）
15
（

。

　

士
冠
礼
篇
に
あ
る
「
記
」
以
下
の
文
章
（
以
下
、「
記
冠
義
」
と
略
す
）
は
、

現
在
の
合
刻
本
『
十
三
経
注
疏
』
に
あ
っ
て
は
す
べ
て
経
文
と
し
て
書
か
れ
る
。

お
そ
ら
く
は
鄭
玄
が
今
古
文
を
校
訂
し
注
解
を
加
え
た
士
冠
礼
篇
の
テ
キ
ス
ト

も
ま
た
、
士
冠
礼
の
「
経
」
と
「
記
冠
義
」
と
が
一
連
の
経
文
と
し
て
流
布
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
記
冠
義
」
は
、
士
冠
礼
の
所
作
に
対
す
る
意
義

を
述
べ
る
文
だ
け
で
な
く
、
冠
礼
に
ま
つ
わ
る
礼
論
を
も
含
め
て
い
る
。

　

ま
た
『
礼
記
』
郊
特
性
篇
中
に
も
「
記
冠
義
」
と
ほ
ぼ
同
じ
類
文
（
以
下
、「
冠

義
」
と
略
す
）
が
確
認
さ
れ
る
）
16
（

。
郊
特
牲
篇
「
冠
義
」
を
、
右
に
引
い
た
士
冠

礼
篇
「
記
冠
義
」
を
基
準
と
し
て
文
章
の
異
同
を
閲
す
れ
ば
、
以
下
の
四
点
が

指
摘
し
う
る
。

一
、「
始
冠
之
、
緇
布
之
冠
也
」　　
「
冠
」
の
下
に
「
之
」
字
を
増
す
。

二
、「
三
加
弥
尊
、
喩
其
志
也
」　　
「
論
」
を
「
喩
」
に
作
る
。
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三
、「
天
子
之
元
子
士
也
」　　
　
　
「
士
」
の
上
に
「
猶
」
字
を
脱
す
。

四
、
自
「
礼
之
」
至
「
下
也
」　
　

此
の
文
は
郊
特
牲
に
の
み
有
り
。

　

一
〜
三
点
目
に
つ
い
て
は
文
字
の
増
減
と
改
作
と
で
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
伝

承
の
過
程
で
生
じ
た
乱
れ
で
あ
ろ
う
。
四
点
目
に
、「
礼
の
尊
ぶ
所
は
、
其
の

義
を
尊
ぶ
な
り
。
其
の
義
を
失
ひ
て
其
の
数
を
陳
ぬ
る
は
、
祝
史
の
事
な
り
。

故
に
其
の
数
は
陳
ぬ
べ
き
な
り
。
其
の
義
は
知
り
難
き
な
り
。
其
の
義
を
知
り

て
敬
し
て
之
を
守
る
は
、
天
子
の
天
下
を
治
む
所
以
な
り
」
の
一
文
が
郊
特
牲

篇
に
の
み
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
の
句
は
士
冠
礼
篇
の
内
容
と
は
特
に
関
わ
ら

ず
、
礼
の
意
義
一
般
を
述
べ
る
総
説
的
文
章
で
あ
っ
て
、
郊
特
牲
篇
編
纂
の
際

に
、
付
加
さ
れ
た
文
章
と
思
わ
れ
る
）
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。
ほ
ぼ
全
文
を
「
記
冠
義
」
と
同
じ
く
し

な
が
ら
も
礼
の
治
世
面
で
の
意
義
ま
で
説
き
及
ぶ
郊
特
牲
篇
「
冠
義
」
は
、
礼

の
「
経
」
に
対
す
る
補
記
と
い
う
性
格
か
ら
は
距
離
を
お
い
て
い
る
。
先
述
し

た
盛
世
佐
の
見
解
を
深
め
た
田
中
〈
一
九
六
七
）
18
（

〉
は
、
甘
粛
省
出
土
の
武
威
漢

簡
『
儀
礼
』
で
は
「
記
」
の
表
示
が
今
本
『
儀
礼
』
と
の
間
で
異
な
っ
て
い
る

こ
と
に
注
目
し
、
通
行
本
に
見
え
る
「
記
」
は
二
種
類
に
大
別
し
て
、「
経
の

本
核
を
な
す
部
分
と
非
常
に
密
接
な
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
、
そ
う

で
な
い
も
の
」
に
分
け
ら
れ
る
と
考
え
、
前
者
を
「
直
接
的
な
記
」（
勢
世
左

所
述
の
①
が
該
当
）、
後
者
を
「
間
接
的
な
記
」（
勢
世
左
所
述
の
②
③
が
該
当
）

と
弁
別
し
、
今
本
『
儀
礼
』
の
経
文
は
「
経
」
と
二
種
類
の
「
記
」
か
ら
構
成

さ
れ
る
も
の
と
し
た
。
こ
の
点
を
鑑
み
れ
ば
、「
記
冠
義
」
と
は
士
冠
礼
篇
の

「
記
」
で
あ
る
も
の
の
、
必
ず
し
も
最
初
か
ら
「
経
」
に
従
属
し
て
伝
わ
っ
て

い
た
の
で
は
な
く
、「
経
」
が
編
ま
れ
た
の
ち
に
徐
々
に
生
産
・
蓄
積
さ
れ
る

「
間
接
的
な
記
」
と
し
て
礼
経
の
修
学
に
受
容
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
記
冠
義
」
お
よ
び
「
冠
義
」
の
両
者
を
眺
め
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
「
経
」
の
不

備
を
記
す
「
記
」
の
範
疇
に
お
い
て
、
礼
経
の
意
義
を
記
す
「
義
」
を
含
め
た

文
書
な
の
で
あ
る
。

　

さ
て
現
在
、『
儀
礼
』
士
冠
礼
篇
の
「
義
」
を
論
ず
る
篇
に
当
た
る
と
さ
れ

る
の
は
、『
礼
記
』
冠
義
篇
で
あ
る
。
鄭
玄
『
礼
記
目
録
』
に
は
、

名
づ
け
て
冠
義
と
曰
ふ
は
、
其
の
冠
礼
成
人
の
義
を
記
す
を
以
て
な
り
。

此
れ
別
録
に
於
て
は
吉
事
に
属
す
）
19
（

。

と
あ
り
、
成
人
式
た
る
冠
礼
の
義
を
記
し
た
篇
で
あ
る
と
端
的
に
示
す
。
以
下

に
冠
義
篇
の
経
文
を
掲
げ
、
士
冠
礼
篇
の
「
経
」
ま
た
は
「
記
」
に
関
わ
る
義

が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
か
を
分
析
し
て
い
こ
う
。

　

冠
義
第
四
十
三

凡
そ
人
の
人
為
る
所
以
の
者
は
、
礼
義
な
り
。
礼
義
の
始
め
は
、
容
体
を

正
し
、
顔
色
を
斉
へ
、
辞
令
を
順
に
す
る
に
在
り
。
容
体 

正
し
く
、
顔

色 

斉
ひ
、
辞
令 

順
に
し
、
而
る
后
に
礼
義 

備
は
る
。
以
て
君
臣
を
正
し
、

父
子
を
親
し
く
し
、
長
幼
を
和
す
。
君
臣 

正
し
く
、
父
子 

親
し
く
、
長

幼 

和
し
、
而
る
后
に
礼
義 

立
つ
。
故
に
冠
し
て
后
に
服 

備
は
り
、

服 

備
は
り
て
后
に
容
体 

正
し
く
、
顔
色 

斉
ひ
、
辞
令 

順
な
り
。
故
に

曰
く
、
冠
と
は
礼
の
始
め
な
り
。
是
故
に
古い
に
し
へ者 

聖
王
は
冠
を
重
ん
ず
。

古
者 
冠
礼
に
、
①
日
を
筮
す
る
・
②
賓
を
筮
す
る
は
、
Ⅰ
冠
事
を
敬
す
る

所
以
、
冠
事
を
敬
す
る
は
、
礼
を
重
ん
ず
る
所
以
、
礼
を
重
ん
ず
る
は
、

国
の
本
を
為
す
所
以
な
り
。
③
故
に
阼
に
冠
し
て
、
以
て
代
は
る
こ
と
を
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著
ら
か
に
す
る
な
り
。
④
客
位
に
醮
し
、
三
た
び
加
へ
て
弥
い
よ
尊
き
は
、

成
る
有
る
を
加た

っ
とぶ

な
り
。
⑤
已
に
冠
し
て
之
に
字
す
、
成
人
の
道
な
り
。

⑥
母
に
見
ゆ
れ
ば
、
母 

之
を
拝
し
、
兄
弟
に
見
ゆ
れ
ば
、
兄
弟 

之
を
拝
す
、

成
人
に
し
て
与
に
礼
を
為
す
な
り
。
⑦
玄
冠
・
玄
端
、
摯
を
君
に
奠さ
さ

げ
、

遂
に
摯
を
以
て
郷
大
夫
・
郷
先
生
に
見
ゆ
、
成
人
を
以
て
見
ゆ
る
な
り
。

之
を
成
人
と
す
る
は
、
将
に
成
人
の
礼
を
責
め
ん
と
す
れ
ば
な
り
。
成
人

の
礼
を
責
む
る
は
、
将
に
人
の
子
為
る
、
人
の
弟
為
る
、
人
の
臣
為
る
、

人
の
少
為
る
者
の
礼
の
行
ひ
を
責
め
ん
と
す
れ
ば
な
り
。
将
に
四
者
の
行

ひ
を
人
に
責
め
ん
と
す
、
其
の
礼 
重
ん
ぜ
ざ
る
べ
け
ん
や
。
故
に
孝
弟

忠
順
の
行
ひ
立
ち
、
而
し
て
后
に
以
て
人
為
る
べ
し
。
以
て
人
為
る
べ
く
、

而
し
て
后
に
以
て
人
を
治
む
べ
き
な
り
。
故
に
聖
王 

礼
を
重
ん
ず
。
故

に
曰
く
、
冠
な
る
者
は
礼
の
始
め
な
り
、
嘉
事
の
重
き
者
な
り
、
と
。
是

の
故
に
古い
に
し
へ者 

冠
を
重
ん
ず
。
冠
を
重
ん
ず
、
故
に
之
を
廟
に
行
ふ
。
之

を
廟
に
行
ふ
は
、
重
事
を
尊
ぶ
所
以
な
り
。
重
事
を
尊
び
て
敢
て
重
事
を

擅
に
せ
ず
。
敢
て
重
事
を
擅
に
せ
ざ
る
は
、
自
ら
卑
く
し
て
先
祖
を
尊
ぶ

所
以
な
り
）
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。

　

①
に
対
し
て
は
、「
経
」
の
「
庿
門
に
筮
す
」
以
下
の
儀
節
が
該
当
す
る
。

鄭
玄
注
に
、「
筮
と
は
、
蓍
を
以
て
日
の
吉
凶
を
易
に
問
ふ
な
り
。
冠
に
は
必

ず
日
を
庿
門
に
筮
す
る
は
、
人
と
成
る
の
礼
を
以
て
子
孫
を
成
す
を
重
ん
ず
れ

ば
な
り
。
庿
は
、
禰
庿
を
謂
ふ
。
堂
に
於
て
せ
ざ
る
は
、
蓍
の
霊 

庿
神
に
由

る
を
嫌
へ
ば
な
り
）
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」
と
あ
る
よ
う
に
、
冠
礼
を
実
施
す
る
日
取
り
を
占
う
、
準

備
の
儀
節
で
あ
る
。

　

②
に
対
し
て
は
、「
経
」
の
「
期
に
前さ
き

だ
つ
こ
と
三
日
、
賓
を
筮
す
る
こ
と
、

日
を
求
む
る
の
儀
の
如
く
す
」
が
該
当
す
る
。
鄭
玄
注
に
、「
期
に
前
だ
つ
こ

と
三
日
は
、
二
日
を
空
く
る
な
り
。
賓
を
筮
す
る
は
、
其
の
子
に
冠
せ
し
む
べ

き
者
を
筮
す
、
賢
者
は
恒
に
吉
な
り
。
冠
義
に
曰
く
、
古
者
冠
礼
に
、
日
を
筮

す
る
・
賓
を
筮
す
る
は
、
冠
事
を
敬
す
る
所
以
、
冠
事
を
敬
す
る
は
、
礼
を
重

ん
ず
る
所
以
、
礼
を
重
ん
ず
る
は
、
国
の
本
為
る
所
以
な
り
）
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」
と
あ
っ
て
、
鄭

玄
は
士
冠
礼
篇
の
「
経
」
に
対
し
て
冠
義
篇
の
文
章
を
引
い
て
お
り
、
礼
経
に

対
す
る
義
を
記
し
た
文
章
と
認
め
て
い
る
こ
と
が
諒
解
さ
れ
る
。

　

ま
た
①
・
②
の
下
の
句
Ⅰ
は
、
冠
礼
挙
式
の
準
備
段
階
に
あ
た
る
「
筮
日
」

「
筮
賓
」
の
儀
節
が
設
け
ら
れ
て
い
る
理
由
を
説
く
箇
所
で
あ
る
。「
経
」
に
記

さ
れ
た
儀
節
の
大
義
に
つ
い
て
言
及
す
る
謂
わ
ば
礼
論
の
部
分
で
あ
り
、
冠
義

篇
に
固
有
の
文
章
で
あ
る
。

　

③
に
対
し
て
は
、「
記
」
の
「
適
子 

阼
に
冠
す
る
は
、
以
て
代
は
る
こ
と
を

著
ら
か
に
す
る
な
り
」
が
該
当
す
る
。
な
お
鄭
玄
は
こ
の
「
記
」
を
も
っ
て
、

「
経
」
の
「
主
人
の
賛
者
、
東
序
に
筵
し
く
に
、
少
し
く
北
に
西
面
す
」
と
あ

る
の
を
解
釈
し
）
23
（

、
嫡
長
子
が
阼
階
（
主
人
の
位
置
）
に
冠
す
る
時
の
補
記
で
あ

る
と
み
な
し
て
い
る
。

　

④
に
対
し
て
は
、
③
に
続
く
「
記
」
の
下
句
で
あ
る
「
客
位
に
醮
す
る
は
、

成
る
有
る
を
加
ぶ
な
り
。
三
た
び
加
へ
て
弥
い
よ
尊
く
す
る
は
、
其
の
志
を
論

ず
る
な
り
。
冠
し
て
之
に
字
す
る
は
、
其
の
名
を
敬
ふ
な
り
」
が
該
当
す
る
。

　

⑤
に
対
し
て
は
、「
経
」
の
「
冠
者 

西
階
に
立
ち
、
東
し
て
南
面
す
。

賓 

之
に
字
し
、
冠
者 
対
ふ
）
24
（

」
が
該
当
す
る
。
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⑥
に
対
し
て
は
、「
経
」
の
「
冠
者 

觶
を
薦
の
東
に
奠お

き
、
筵
を
降
り
、
北

面
し
坐
し
て
脯
を
取
る
、
西
階
自
り
降
り
、
適
東
壁
、
北
面
し
て
母
に
見
ゆ
。

母 
拝
し
て
受
け
、
子 

拝
し
て
送
る
。
母 

又 

拝
す
）
25
（

」
が
該
当
す
る
。

　

⑦
に
対
し
て
は
、「
経
」
の
「
乃
ち
服
を
易
へ
、
玄
冠
・
玄
端
・
爵
韠
を
服
し
、

摯
を
奠
き
て
君
に
見
ゆ
。
遂
に
摯
を
以
て
郷
大
夫
・
郷
先
生
）
26
（

に
見
ゆ
」
が
該
当

す
る
。

　

以
上
検
分
し
た
限
り
に
お
い
て
冠
義
篇
は
、
士
冠
礼
篇
に
基
づ
い
て
そ
の
意

義
を
解
説
す
る
箇
所
少
な
く
な
い
が
、
ま
た
そ
う
で
は
な
い
箇
所
も
ま
ま
見
受

け
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
は
、
士
冠
礼
篇
「
記
冠
義
」
お
よ
び
郊
特
牲
篇
「
冠
義
」

も
同
様
で
あ
る
。「
記
冠
義
」・「
冠
義
」
の
文
章
と
相
似
す
る
箇
所
は
わ
ず
か

で
あ
っ
て
、
冠
義
篇
が
「
記
冠
義
」
よ
り
遅
れ
て
編
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は

「
礼
経
」
↓
「
礼
記
」
の
先
後
関
係
の
延
長
上
に
あ
る
こ
と
か
ら
も
類
推
し
う
る
。

し
か
し
な
が
ら
冠
義
篇
は
「
記
冠
義
」
の
内
容
に
基
づ
い
て
「
経
」
の
義
を
説

い
た
の
で
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
、
通
行
す
る
冠
義
篇
は
、「
礼
経
」
と
し
て
の
士
冠
礼
篇
が
重
用

さ
れ
ず
、「
経
」
に
対
す
る
威
儀
・
意
義
を
説
き
記
し
た
礼
論
の
部
分
を
主
と

し
て
抽
出
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
そ
の
冠
義
篇
の
内
容
を
読
み
解
く

限
り
、
こ
れ
が
編
纂
さ
れ
た
意
図
は
、
礼
学
に
お
い
て
冠
礼
の
大
義
を
解
説
す

る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
儒
教
経
学
の
広
範
な
る
礼
に
つ
い
て
、
そ

の
因
っ
て
起
こ
る
所
や
効
用
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
礼
の
始
ま
り
と
さ
れ
る
冠
礼
を
重
ん
じ
て
執
行
す
る
こ
と
が
国

の
基
盤
と
な
る
（「
礼
を
重
ん
ず
る
は
国
の
本
を
為
す
所
以
な
り
」）
こ
と
を
論

ず
る
箇
所
な
ど
は
、
特
に
明
白
に
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
国
の
統
治
者
に
と
っ
て
、

礼
に
よ
る
社
会
・
国
家
の
た
め
の
秩
序
形
成
が
有
用
で
あ
る
こ
と
を
説
く
意
識

の
も
と
に
、『
礼
記
』
冠
義
篇
は
編
纂
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
冠
礼
か
ら
冠
義
へ

　
　
│
礼
学
に
お
け
る
「
義
」
篇
の
形
成
│

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
冠
礼
の
「
義
」
を
説
く
文
書
が
三
種
の
異
な
る
篇
に
残
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
礼
経
典
の
編
纂
事
情
の
背
景
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
考

察
し
て
い
き
た
い
。

　

礼
の
「
義
」
に
つ
い
て
、
武
内
義
雄
は
、「
礼
は
時
と
と
も
に
推
移
す
る
も

の
で
、
不
易
の
も
の
で
は
な
い
。
時
代
が
変
わ
れ
ば
旧
い
礼
式
が
す
た
れ
て
新

礼
法
が
制
定
さ
れ
る
の
は
自
然
で
あ
る
。
礼
の
形
式
は
か
く
の
ご
と
く
に
し
て

推
移
す
る
が
、
礼
の
制
定
さ
れ
た
精
神
目
的
は
動
く
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で

時
々
刻
々
に
変
化
し
て
ゆ
く
世
に
処
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
礼
の
形
式
よ
り
は
そ

の
精
神
を
把
握
し
て
、
臨
機
応
変
し
か
も
そ
の
精
神
を
あ
や
ま
ら
な
い
こ
と
が

い
っ
そ
う
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
必
要
に
促
さ
れ
て
起
こ
っ
た
学
問
が
す

な
わ
ち
礼
義
の
闡
明
で
あ
り
、
礼
の
精
神
が
那
辺
に
あ
る
か
の
講
究
で
あ
る
」

と
し
、
ま
た
「
時
を
踰
え
た
恒
久
の
道
が
那
辺
に
あ
る
か
を
考
え
た
の
が
礼
の

「
義
」
で
あ
る
、
精
神
で
あ
る
」
と
述
べ
る
）
27
（

。

　

ま
た
先
に
引
い
た
赤
塚
《
一
九
八
六
》
も
述
べ
た
よ
う
に
、
郷
党
の
よ
う
な

生
活
集
団
は
、
強
い
紐
帯
に
結
合
さ
れ
た
団
体
で
あ
っ
た
。
そ
の
団
結
に
は
あ
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ら
ゆ
る
規
範
が
あ
り
、
そ
れ
は
天
の
一
威
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
る
。
男
子
が
一

定
の
年
齢
に
達
す
る
と
、
こ
れ
に
加
入
す
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
、
そ
の
象
徴
と

し
て
冠
が
授
け
ら
れ
た
。
受
冠
と
と
も
に
、
共
同
体
の
一
員
で
あ
る
権
利
と
責

任
を
も
ち
、
共
同
体
の
規
範
を
履
践
す
る
こ
と
が
絶
対
に
必
要
と
な
る
。
こ
の

規
範
が
礼
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
共
同
体
と
い
う
も
の
の
実
質
は
、
人
間

の
生
活
集
団
で
あ
っ
て
、
時
代
や
社
会
の
移
り
変
わ
り
と
と
も
に
そ
の
規
範
は

変
化
す
る
。
郷
党
の
よ
う
な
地
域
社
会
ご
と
に
営
ま
れ
て
い
た
成
人
儀
礼
も
、

侯
王
・
天
子
が
諸
地
域
を
統
治
す
る
国
家
の
出
現
に
よ
っ
て
、
よ
り
広
汎
な
規

範
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
過
程
で
、
特
定
の
時
代
・
状
況
に
固

着
さ
れ
な
い
人
間
の
生
活
一
般
に
共
通
す
る
倫
理
や
徳
目
と
結
び
つ
け
て
、
礼

の
履
践
の
必
要
を
論
ず
る
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
初
は
儀
礼
の
一
々
の
儀
節
に
つ
い
て
そ
の
意
味

や
価
値
を
具
体
的
に
説
き
教
え
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
で
は
飽
き
足
り
ず
、
儀

礼
を
執
行
す
る
こ
と
の
意
義
や
、
経
世
致
用
の
側
面
な
ど
か
ら
抽
象
的
に
礼
の

意
義
を
論
ず
る
こ
と
が
起
こ
っ
て
く
る
。
こ
れ
が
、
礼
経
の
儀
節
に
対
す
る
こ

ま
ご
ま
と
し
た
細
義
0

0

と
儀
礼
そ
の
も
の
の
存
在
理
由
に
関
わ
る
大
義
0

0

が
書
き
留

め
ら
れ
る
過
程
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
過
程
の
中
に
は
、
儀
礼
の
担
い
手
と
な
る
者
た
ち
の
礼
に
対
す
る

問
い
か
け
が
存
在
し
て
い
た
。
礼
が
人
間
の
倫
理
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味

を
も
つ
の
か
、
ひ
い
て
は
社
会
集
団
の
も
っ
と
も
大
な
る
国
家
・
天
下
に
と
っ

て
如
何
な
る
社
会
的
規
範
を
示
し
、
形
成
し
て
い
く
の
か
。
こ
う
し
た
疑
問
に

適
切
な
答
え
を
示
す
こ
と
が
、
王
朝
権
力
の
も
と
で
儀
礼
を
取
り
仕
切
る
礼
学

者
の
責
務
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
如
上
の
問
い
に
解
答
を
示
し
、
そ
れ

が
経
書
の
文
言
と
し
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
で
、
多
く
の
政
務
官
た
ち
に
礼
の
思

想
が
浸
透
し
て
い
く
。
王
来
特
〈
二
〇
〇
九
〉、〈
二
〇
一
〇
）
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〉
は
、
前
漢
代
に

行
な
わ
れ
た
宮
廷
の
冠
礼
と
は
、
皇
帝
・
皇
太
子
に
と
っ
て
人
生
の
通
過
儀
礼

で
あ
る
よ
り
は
、
君
主
と
し
て
の
権
威
を
示
す
儀
式
と
し
て
挙
行
さ
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
。「
漢
儀
」
を
著
わ
し
た
叔
孫
通
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
宮
廷
儀

礼
を
制
定
す
る
礼
学
者
た
ち
が
そ
の
礼
制
度
の
再
建
を
担
っ
て
い
た
。
そ
れ
は

経
典
講
釈
を
務
め
と
す
る
経
学
系
統
の
礼
学
者
の
役
割
と
、
平
行
し
て
進
ん
で

い
た
。
そ
れ
が
儒
教
経
義
の
統
一
さ
れ
始
め
た
後
漢
代
に
到
る
と
、
こ
の
現
象

は
両
礼
学
者
の
交
錯
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
っ
た
、
と
す
る
）
29
（

。

　

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
漢
代
礼
学
に
お
い
て
礼
の
「
義
」
篇
と
は
、
国
家
に
お
け

る
礼
的
秩
序
世
界
を
形
成
す
る
た
め
の
理
論
的
根
拠
と
し
て
思
索
さ
れ
、
記
録

し
、
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
礼
の
「
義
」
が
、
国

家
の
礼
制
政
策
を
巡
る
言
論
の
上
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
た
の
か
。
そ
の

一
例
と
し
て
、
匡
衡
の
言
が
注
目
さ
れ
る
。
匡
衡
の
家
は
代
々
農
夫
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
好
学
勤
勉
が
蕭
望
之
に
認
め
ら
れ
て
推
薦
さ
れ
、
元
帝
（
在
位
、
前

四
八
〜
三
三
）
期
の
儒
家
思
想
重
視
の
趨
勢
の
中
で
辟
召
を
受
け
た
。
そ
の
匡

衡
が
、
元
帝
の
皇
后
傅
昭
儀
と
太
子
定
陶
王
に
対
す
る
寵
愛
を
見
か
ね
て
上
疏

し
た
と
き
の
文
で
あ
る
。

臣 
又 
聞
く
な
ら
く
室
家
の
道 

修
ま
れ
ば
、
則
ち
天
下
の
理 

得
ら
れ
ん
、

故
に
詩
は
国
風
に
始
ま
り
、
①
礼
は
冠
婚
に
本
づ
く
。
国
風
に
始
ま
る
は
、

情
性
に
原
ね
て
人
倫
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
な
り
。
②
冠
婚
に
本
づ
く
は
、
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基
兆
を
正
し
て
未
然
に
防
げ
ば
な
り
。
福
の
興
り
は
室
家
に
本
づ
か
ざ
る

莫
く
、
道
の
衰
へ
は
梱
内
に
始
ま
ら
ざ
る
莫
し
。
故
に
聖
王
は
必
ず
妃
后

の
際
を
慎
み
、
適
長
の
位
を
別
つ
。
礼
の
内
に
於
け
る
や
、
卑
き
は
尊
き

を
隃こ

へ
ず
、
新
し
き
は
故
き
に
先
ん
ぜ
ず
、
人
情
を
統
べ
て
陰
気
を
理
む

所
以
な
り
。
③
其
れ
適
を
尊
び
て
庶
を
卑
し
む
や
、
適
子 

阼
に
冠
す
る
、

礼
は
之
れ
醴
を
用
ふ
る
、
衆
子 

列
に
与
か
る
を
得
ざ
る
、
正
体
を
貴
び

て
嫌
疑
を
明
ら
か
に
す
る
所
以
な
り
。
虚
し
く
其
の
礼
文
を
加
ふ
而
已
に

非
ざ
れ
ば
、
乃
ち
中
心 
之
と
殊こ

と異
な
る
、
故
に
礼
は
其
の
情
を
探た
づ

ね
て

之
を
外
に
見
す
な
り
。
聖
人
の
動
静
、
親
し
む
所
に
游
燕
し
、
物 

其
の

序
を
得
。
其
の
序
を
得
れ
ば
、
則
ち
海
内
自
づ
か
ら
修
ま
り
、
百
姓 

化

に
従
ふ
。
如
し
親
者
に
当
た
っ
て
疏
ん
じ
、
尊
者
に
当
た
っ
て
卑
し
め
ば
、

則
ち
佞
巧
の
姦
、
時
に
因
り
て
動
き
て
、
以
て
国
家
を
乱
さ
ん
。
故
に
聖

人 

慎
み
て
其
の
端
を
防
ぎ
、
未
然
に
禁
じ
、
私
恩
を
以
て
公
義
を
害
な

は
ず
。
陛
下
は
聖
徳 

純
ら
に
備
は
り
て
、
修
正
せ
ざ
る
莫
け
れ
ば
、
則

ち
天
下 

無
為
に
し
て
治
ま
ら
ん
。
詩
に
云
ふ
、「
于
以
四
方
、
克
定
厥
家
」

と
。
伝
に
曰
く
、「
家
を
正
し
く
し
て
天
下
定
ま
る
」
と
）
30
（

。

　

皇
帝
の
お
こ
な
い
を
戒
め
る
際
の
理
論
的
根
拠
と
し
て
諸
経
典
を
援
用
し
、

宗
室
の
あ
る
べ
き
秩
序
が
述
べ
ら
れ
る
。
波
線
部
①
の
箇
所
に
顔
師
古
が
注
し

て
、「
師
古
曰
く
、
礼
記
冠
義
に
曰
く
、
冠
と
は
、
礼
の
始
め
な
り
。
婚
義
に

曰
く
、
婚
と
は
、
礼
の
本
な
り
）
31
（

」
と
述
べ
る
よ
う
に
、『
礼
記
』
冠
義
篇
・
昏

義
篇
に
基
づ
く
表
現
で
あ
る
。
ま
た
波
線
部
③
「
適
子 

阼
に
冠
す
る
、
礼
は

之
れ
醴
を
用
ふ
る
」
は
、
先
に
分
析
し
た
「
記
冠
義
」
の
記
述
に
基
づ
く
文
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
の
句
は
、
異
同
が
あ
る
も
の
の
、
冠
義
篇
③
④
に
も
取
ら

れ
て
い
る
。「
衡 

少
傅
と
為
る
こ
と
数
年
、
数
し
ば
上
疏
し
て
便
宜
を
陳
ね
、

朝
廷
に
政
議
有
る
に
及
べ
ば
、
経
に
傅
し
て
以
て
対
へ
、
言 

多
く
義
に
法

る
）
32
（

」
と
い
わ
れ
る
匡
衡
の
こ
の
言
は
、
実
践
修
養
を
担
当
す
る
礼
学
者
が
述
べ

る
礼
の
威
儀
と
は
異
な
り
、
礼
の
大
義
を
論
じ
る
学
術
の
中
か
ら
発
さ
れ
、
士

冠
礼
篇
の
「
礼
経
」
に
基
づ
い
た
「
記
」
と
「
義
」
の
礼
学
的
蓄
積
の
上
に
現

れ
た
文
章
な
の
で
あ
る
。

　

さ
て
そ
れ
で
は
、
士
冠
礼
篇
「
記
冠
義
」
と
冠
義
篇
と
は
、
礼
学
に
あ
っ
て

ど
の
よ
う
な
篇
の
様
式
に
属
し
な
が
ら
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
状
、

冠
義
篇
の
原
型
が
い
つ
ご
ろ
に
形
成
さ
れ
た
の
か
を
直
接
に
明
証
す
る
手
立
て

は
無
い
。そ
の
た
め
、『
礼
記
』
編
纂
上
の
礼
学
的
傾
向
と
い
う
観
点
か
ら
、「
記

冠
義
」
及
び
「
冠
義
」
と
の
相
対
的
先
後
関
係
に
つ
い
て
一
考
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
士
冠
礼
の
「
経
」
は
、
士
礼
を
口
承
す
る
今
文
礼
学
者
ら
に
よ
っ
て
読

み
継
が
れ
て
い
た
。
鄭
玄
が
『
儀
礼
注
』
の
中
で
今
古
文
両
方
の
テ
キ
ス
ト
を

校
勘
し
た
結
果
を
残
し
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
士
冠
礼
篇
に
も
口
承
を
文
章
化

す
る
以
前
の
「
古
礼
経
」
と
そ
の
「
記
」
が
伝
わ
っ
て
い
た
事
を
物
語
る
。「
経
」

を
解
説
す
る
礼
学
者
の
手
に
な
る
「
記
冠
義
」
の
文
は
、
郊
特
牲
篇
中
に
も
ほ

ぼ
同
じ
文
章
が
表
れ
て
い
た
。
ま
た
郊
特
牲
篇
は
、
郊
祭
な
ど
に
つ
い
て
そ
の

「
記
」
と
「
義
」
を
集
め
た
篇
と
目
さ
れ
る
が
、
篇
の
後
半
か
ら
は
冠
婚
な
ど

の
諸
儀
礼
に
対
す
る
義
が
、「
大
戴
礼
」
の
綱
目
順
に
沿
っ
た
配
列
が
な
さ
れ

て
い
る
。
大
戴
の
篇
序
と
は
、
冠
・
昏
に
当
た
る
⑴
「
士
冠
礼
」、
⑵
「
士
昏
礼
」、

⑶
「
士
相
見
礼
」。
喪
・
祭
に
当
た
る
⑷
「
士
喪
礼
」、
⑸
「
既
夕
礼
」、
⑹
「
士
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虞
礼
」、
⑺
「
特
牲
饋
食
礼
」、
⑻
「
小
牢
饋
食
礼
」、
⑼
「
有
司
徹
」。
郷
・
射

に
当
た
る
⑽
「
郷
飲
酒
礼
」、
⑾
「
郷
射
」、
⑿
「
燕
礼
」、
⒀
「
大
射
儀
」。
朝
・

聘
に
当
た
る
⒁
「
聘
礼
」、
⒂
「
公
食
大
夫
礼
」、
⒃
「
覲
礼
」
の
、
冠
・
昏
・

喪
・
祭
・
射
・
郷
・
朝
・
聘
の
順
序
で
あ
る
。
な
お
最
後
の
⒄
「
喪
服
」
は
、

喪
服
の
制
で
あ
っ
て
天
下
の
達
礼
と
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
「
冠
義
」
は
、
郊
特

牲
篇
の
編
纂
者
が
冠
・
昏
・
喪
・
祭
の
順
序
に
従
っ
て
各
礼
義
を
論
説
す
る
文

章
を
編
む
際
、
す
で
に
冠
礼
の
「
義
」
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
い
た
士
冠
礼
篇
「
記

冠
義
」
を
材
料
と
し
て
写
し
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
ま
た
礼
の
大
義
を

述
べ
る
文
章
を
最
後
部
に
付
加
し
た
の
は
、
礼
教
国
家
の
た
め
の
教
訓
書
と
い

う
『
礼
記
』
全
体
の
階
調
に
沿
う
よ
う
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
漢
書
』
芸
文
志
や
儒
林
伝
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
士
冠
礼
篇
の
「
経
」
と

二
種
類
の
「
記
」
は
、
魯
の
高
堂
生
・
徐
生
等
か
ら
始
ま
り
后
倉
か
ら
戴
徳
・

戴
聖
・
慶
普
に
至
る
前
漢
期
の
礼
学
家
ら
に
よ
っ
て
伝
承
、
形
成
さ
れ
て
き
た
。

学
官
と
し
て
立
て
ら
れ
た
不
変
の
「
経
」
に
則
し
て
、
儀
礼
の
諸
作
法
の
補
足

（「
記
」）
や
口
上
（「
辞
」）
が
増
産
さ
れ
て
い
く
流
れ
の
中
に
、
そ
の
意
義
を

説
く
「
義
」
の
様
式
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。「
記
冠
義
」
が
、
礼
の
義
に
関

わ
る
言
説
を
収
め
な
が
ら
も
未
だ
「
経
」
に
附
随
し
た
ま
ま
に
伝
承
さ
れ
た
の

は
、「
経
」
が
編
纂
・
確
立
さ
れ
て
よ
り
、「
記
」
か
ら
「
義
」
が
独
立
し
て
述

べ
ら
れ
て
い
く
以
前
の
段
階
に
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
学
官

に
立
て
ら
れ
た
三
家
以
後
の
礼
学
徒
た
ち
は
「
記
」
と
「
義
」
を
混
在
さ
せ
た

士
冠
礼
篇
経
文
を
学
び
、
こ
の
と
き
重
視
さ
れ
始
め
て
い
た
礼
の
意
義
を
論
ず

る
こ
と
に
礼
学
の
主
眼
を
移
し
始
め
て
い
た
。
匡
衡
は
そ
の
渦
中
に
礼
学
を
修

め
た
典
型
例
で
あ
ろ
う
。
郊
特
牲
篇
の
編
纂
者
は
、
士
冠
礼
の
「
経
」
と
「
記
」

お
よ
び
「
記
冠
義
」
が
確
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
中
に
諸
礼
の
「
義
」

を
組
み
込
む
際
、「
記
冠
義
」
を
継
承
し
な
が
ら
も
大
戴
の
序
列
に
沿
っ
て
配

列
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
記
冠
義
」
と
「
冠
義
」
と
は
、
礼
の
「
義
」

を
儀
礼
実
践
の
た
め
に
学
ぶ
か
、
政
治
を
担
う
者
の
教
養
と
し
て
学
ぶ
か
と
い

う
点
に
お
い
て
編
纂
目
的
を
異
に
す
る
。
そ
の
後
者
に
主
眼
を
お
い
て
編
纂
さ

れ
た
の
が
、
現
在
の
冠
義
篇
で
あ
ろ
う
。「
記
」
の
礼
学
が
熟
し
、
そ
の
後
に

営
ま
れ
た
「
義
」
の
礼
学
が
成
熟
し
始
め
た
頃
、
改
め
て
冠
礼
の
大
義
を
述
べ

る
一
篇
が
求
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
と
き
す
で
に
、「
記
冠
義
」
に
求

め
ら
れ
て
い
た
「
経
」
の
介
添
え
と
し
て
の
役
割
は
終
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
『
礼
記
』
冠
義
篇
は
、『
儀
礼
』
士
冠
礼
篇
の
意
義
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
冠
礼
の
意
義
を
説
く
目
的
あ
る
い
は
志
向
は
、
経
の
解
説
に
終

始
す
る
も
の
で
は
な
い
。「
冠
と
は
礼
の
始
め
」
と
あ
る
よ
う
に
、
小
は
家
族
・

郷
党
か
ら
大
は
国
家
ま
で
、
そ
の
集
団
に
参
画
す
る
人
士
た
る
者
が
行
う
始
め

て
の
公
式
儀
礼
と
し
て
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
礼
学
に
お
い
て
冠
礼
の
義
を

解
説
す
る
そ
の
初
段
階
は
、
個
々
の
儀
節
に
象
徴
さ
れ
る
意
義
を
端
的
に
述
べ

る
も
の
で
、
如
何
に
し
て
そ
の
儀
礼
を
十
全
に
執
行
す
る
か
に
力
点
が
置
か
れ

て
い
た
。
し
か
し
冠
義
篇
は
「
経
」「
記
」
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
集
団
の
中
で

士
た
る
者
が
背
負
う
べ
き
倫
理
ま
で
説
き
述
べ
る
。「
経
」「
記
」
を
併
せ
て
も



1219（126）

な
お
士
冠
礼
篇
の
記
述
は
現
実
に
行
う
に
は
支
障
の
多
い
儀
礼
で
あ
っ
た
。
そ

こ
で
、「
経
」
と
蓄
積
さ
れ
た
「
記
」
の
学
術
上
に
あ
っ
て
、
形
骸
化
し
た
冠

礼
の
存
在
意
義
を
今
文
礼
学
の
序
列
に
沿
い
な
が
ら
説
き
直
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
序
列
は
、
今
本
『
儀
礼
』
の
篇
次
に
も
片
鱗
と
し
て
表
わ
れ
る
の
み
な
ら

ず
、『
礼
記
』
郊
特
牲
篇
中
に
も
冠
礼
の
義
を
先
に
、
昏
礼
の
義
を
後
に
連
続

し
て
節
立
て
す
る
よ
う
に
、
一
篇
の
内
部
に
も
確
認
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
冠
義

篇
は
『
儀
礼
』
を
学
ん
だ
今
文
礼
学
家
（
戴
徳
・
戴
聖
・
慶
普
）
の
学
問
を
す

で
に
越
え
、
彼
ら
の
礼
学
を
前
提
と
し
た
時
代
相
の
な
か
で
編
纂
さ
れ
た
こ
と

が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

注

（
1
）　

野
間
文
史
『
五
経
入
門
』（
研
文
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
を
参
照
。

（
2
）　

池
田
末
利
『
儀
礼
Ⅰ
』（
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
年
）。

（
3
）　

赤
塚
忠
「
士
冠
礼
の
構
成
お
よ
び
意
義
」（『
赤
塚
忠
著
作
集 
第
三
巻 

儒
家
思
想
研

究
』、
研
文
出
版
、
一
九
八
六
年
）、
三
四
九
頁
。

（
4
）　

山
邊
進
「『
礼
記
』
冠
義
篇
に
関
す
る
一
考
察
│
漢
代
礼
学
に
於
け
る
加
冠
儀
礼
の

倫
理
化
」（『
二
松
学
舎
大
学
論
集
』
三
九
、
一
九
九
六
年
）。

（
5
）　

童
子
任
職
、
居
士
位
、
年
二
十
而
冠
。
主
人
立
冠
朝
服
、
則
是
仕
於
諸
侯
。
天
子
之

士
、
朝
服
・
皮
弁
・
素
積
。
古
者
四
民
世
事
、
士
之
子
恒
為
士
。
冠
礼
、
於
五
礼
属
嘉

礼
。
大
小
戴
及
別
録
、
此
皆
第
一
（
鄭
玄
『
儀
礼
目
録
』
士
冠
礼
第
一
（
孔
広
森
『
通

徳
遺
書
所
見
録
』
に
所
収
、
中
文
出
版
社
、
一
九
七
三
年
））。

（
6
）　

始
加
、
祝
曰
、
令
月
吉
日
、
始
加
元
服
。
棄
爾
幼
志
、
順
爾
成
徳
、
寿
考
惟
祺
、
介

爾
景
福
、
爾
棄
幼
志
。
再
加
曰
、
吉
月
令
辰
、
乃
申
爾
服
。
敬
爾
威
儀
、
淑
慎
爾
徳
、

眉
寿
万
年
、
永
受
胡
福
。
三
加
曰
、
以
歳
之
正
、
以
月
之
令
、
咸
加
爾
服
。
兄
弟
具
在
、

以
成
厥
徳
。
黄
耇
無
疆
、
受
天
之
慶
（『
儀
礼
注
疏
』
巻
一 

士
冠
礼
第
一
）。

（
7
）　

士
譲
按
、
辞
与
記
各
有
別
。
記
乃
読
礼
者
所
附
、
与
伝
相
類
。
辞
乃
作
経
時
、
著
為

定
式
之
文
、
便
於
士
大
夫
承
用
。
亦
即
経
也
。
観
周
公
冠
成
王
、
命
祝
雍
作
辞
頌
、
可

見
（
王
士
譲
『
儀
礼
紃
解
』
巻
之
一 

士
冠
礼
第
一
「
主
人
」
至
「
不
従
」
注
）。

（
8
）　

礼
古
経
五
十
六
巻
、
経
（
七
十
）〔
十
七
〕
篇
﹇
后
氏
、
戴
氏
﹈。
記
百
三
十
一
篇
。﹇
七

十
子
後
学
者
所
記
也
﹈（『
漢
書
』
巻
三
十 

芸
文
志
第
十
）。
な
お
黄
以
周
に
従
い
、「
及

孔
氏
与
七
十
篇
文
相
似
」
を
「
及
后
氏
学
十
七
篇
文
相
似
」
に
改
め
る
。「
以
周
案
、

釈
文
叙
録
曰
、「
古
礼
経
五
十
六
篇
、
倉
伝
十
七
篇
、
所
余
三
十
九
篇
以
付
書
館
、
名

為
逸
礼
」。
又
引
鄭
六
芸
論
曰
、「
後
得
孔
氏
壁
中
河
間
献
王
古
文
礼
五
十
六
篇
、
記
百

三
十
一
篇
。
其
十
七
篇
与
高
堂
生
所
伝
同
、
而
字
多
異
」。
劉
氏
校
芸
文
志
、
改
「
七
十
」

作
「
十
七
」、
与
釈
文
合
、
于
本
志
所
云
「
三
十
九
篇
」
之
数
亦
符
、
是
也
。﹇（
原
注
略
）﹈

漢
志
又
云
「
及
孔
氏
学
」、「
孔
」
当
作
「
后
」。
礼
之
有
后
氏
学
、
猶
易
之
有
孟
氏
学
、

詩
之
韓
氏
学
也
。
及
之
言
与
也
、
下
句
「
及
明
堂
陰
陽
」
亦
同
。「
及
后
氏
学
十
七
篇

文
相
似
」、
即
六
芸
論
所
謂
「
其
十
七
篇
与
高
堂
生
所
伝
同
而
字
多
異
」
也
。
劉
氏
改

「
学
」
為
「
与
」、
未
是
。「
及
孔
氏
」
連
上
「
魯
淹
中
」
為
句
、
亦
非
。
淹
中
即
孔
氏
里
、

何
得
分
而
二
之
。
曰
「
及
孔
氏
」、「
孔
」
字
当
為
「
后
」
之
駁
体
。
上
云
「
后
氏
学
」、

下
云
「
猶
瘉
倉
等
」、
文
亦
相
応
。
又
芸
文
志
及
儒
林
伝
並
云
「
高
堂
生
伝
士
礼
十
七
篇
」。

考
史
記
儒
林
伝
云
、「
礼
至
秦
焚
書
、
散
亡
益
多
、
于
今
独
有
士
礼
、
高
堂
生
能
言
之
」。

則
高
堂
生
所
伝
十
七
篇
謂
之
士
礼
、
非
字
誤
也
。
十
七
篇
之
次
、
以
大
戴
所
伝
最
得
其

真
。
其
書
以
冠
・
昏
・
相
見
・
士
喪
・
既
夕
・
士
虞
・
特
性
・
郷
飲
・
郷
射
九
篇
居
首
、

故
曰
「
士
礼
」。
后
倉
伝
高
堂
生
之
学
、
作
曲
台
記
九
篇
、
亦
即
説
此
冠
・
昏
・
相
見
・

士
喪
・
既
夕
・
士
虞
・
特
性
・
郷
飲
・
郷
射
九
篇
士
礼
、
以
推
説
天
子
諸
侯
卿
大
夫
之

制
、
不
及
古
文
礼
為
詳
。
故
云
、「
古
経
多
三
十
九
篇
、
多
天
子
諸
侯
卿
大
夫
之
制
、

猶
瘉
倉
等
推
士
礼
以
致
於
天
子
之
説
」。
此
本
専
指
曲
台
記
九
篇
言
」（『
礼
書
通
故
』

巻
一
）。

（
9
）　

漢
興
、
魯
高
堂
生
伝
士
礼
十
七
篇
。
訖
孝
宣
世
、
后
倉
最
明
。
戴
徳
・
戴
聖
・
慶
普

皆
其
弟
子
、
三
家
立
於
学
官
。
礼
古
経
者
、
出
於
魯
淹
中
、
及
（
孔
氏
）〔
后
氏
〕
学
（
七

十
）〔
十
七
〕
篇
文
相
似
、
多
三
十
九
篇
。
及
明
堂
陰
陽
・
王
史
氏
記
所
見
、
多
天
子

諸
侯
卿
大
夫
之
制
、
雖
不
能
備
、
猶
瘉
倉
等
推
士
礼
而
致
於
天
子
之
説
（『
漢
書
』
巻
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三
十 

芸
文
志
第
十
）。

（
10
）　

楊
寛
『
古
史
新
探
』（
中
華
書
局
、
一
九
六
五
年
）。

（
11
）　

小
南
一
郎
「
射
の
儀
礼
化
を
め
ぐ
っ
て
│
│
そ
の
二
つ
の
段
階
│
│
」（『
中
国
古
代

礼
制
研
究
』、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
五
年
）。

（
12
）　

孟
卿
、
東
海
人
也
。
事
䔥
奮
、
以
授
后
倉
、
魯
閭
丘
卿
。
倉
説
礼
数
万
言
、
号
曰
后

氏
曲
台
記
、
授
沛
聞
人
通
漢
子
方
・
梁
戴
徳
延
君
・
戴
聖
次
君
・
沛
慶
普
孝
公
。
孝
公

為
東
平
太
傅
。
徳
号
大
戴
、
為
信
都
仁
太
傅
。
聖
号
小
戴
、
以
博
士
論
石
渠
、
至
九
江

太
守
。
由
是
礼
有
大
戴
・
小
戴
・
慶
氏
之
学
。
通
漢
以
太
子
舎
人
論
石
渠
、
至
中
山
中

尉
。
普
授
魯
夏
侯
敬
、
又
伝
族
子
咸
、
為
予
章
太
守
。
大
戴
授
琅
邪
徐
良
斿
卿
、
為
博

士
、
州
牧
、
郡
守
、
家
世
伝
業
。
小
戴
授
梁
人
橋
仁
季
卿
、
楊
栄
子
孫
。
為
大
鴻
臚
、

家
世
伝
業
、
栄
琅
邪
太
守
。
由
是
大
戴
有
徐
氏
、
小
戴
有
橋
・
楊
氏
之
学
（『
漢
書
』

巻
八
十
八 

儒
林
伝
第
五
十
八 

孟
卿
）。

（
13
）　

行
礼
射
於
曲
台
、
后
倉
為
記
、
故
名
曰
曲
台
記
（『
漢
書
』
巻
三
十 

芸
文
志
第
十
）。

（
14
）　

凡
為
記
者
有
三
。
有
記
経
所
未
備
者
、
有
記
礼
之
変
異
者
﹇
変
以
時
代
言
、
異
以
国

俗
言
﹈、
有
各
記
所
聞
記
頗
与
経
義
相
違
者
。
記
経
所
未
備
者
、
周
公
之
徒
為
之
、
与

経
並
行
者
也
。
記
礼
之
変
異
者
、
則
非
周
之
盛
時
之
書
矣
。
蓋
自
巡
守
礼
廃
、
天
子
不

能
申
変
礼
易
楽
之
討
、
而
異
政
殊
俗
者
出
焉
。
其
在
春
秋
之
際
乎
。
至
于
各
記
所
聞
而

頗
失
経
意
者
、
則
七
十
子
後
学
所
記
也
。
意
其
初
経
与
記
分
、
記
与
記
亦
不
相
雑
。
至

漢
儒
掇
拾
灰
燼
之
余
、
竄
以
経
師
之
説
、
而
三
者
之
弁
不
可
復
知
。
且
有
経
連
于
記
、

記
混
于
経
者
。
錯
乱
無
次
、
于
記
為
甚
。
読
者
不
可
不
分
別
観
之
也
〔
凡
そ
記
を
為
る

者
に
三
有
り
。
①
経
の
未
だ
備
は
ら
ざ
る
者
を
記
す
者
有
り
、
②
礼
の
変
異
を
記
す
者

有
り
﹇
変
は
時
代
を
以
て
言
ひ
、
異
は
国
俗
を
以
て
言
ふ
﹈、
③
各
お
の
聞
く
所
を
記

す
も
記
の
頗
る
経
義
と
相
ひ
違
ふ
者
有
り
。
経
の
未
だ
備
わ
ら
ざ
る
所
を
記
す
と
は
、

周
公
の
徒 

之
を
為
り
、
経
と
並
び
行
は
る
る
者
な
り
。
礼
の
変
異
を
記
す
と
は
、
則

ち
周
の
盛
時
の
書
に
非
ず
。
蓋
し
巡
守
の
礼 

廃
る
る
自
り
、
天
子 

変
礼
易
楽
の
討
を

申
ぶ
る
能
は
ず
し
て
、
政
に
異
な
り
俗
に
殊
な
る
者 

出
づ
。
其
れ
春
秋
の
際
に
在
ら

ん
か
。
各
お
の
聞
く
所
を
記
せ
ど
も
頗
る
経
の
意
を
失
ふ
に
至
る
と
は
、
則
ち
七
十
子

の
後
学
の
記
す
所
な
れ
ば
な
り
。
意
ふ
に
其
の
初
め
経
と
記
と
は
分
か
れ
、
記
と
記
と

も
亦
た
相
ひ
雑
は
ら
ず
。
漢
儒
の
灰
燼
の
余
を
掇
拾
す
る
に
至
り
、
竄
す
る
に
経
師
の

説
を
以
て
し
、
而
し
て
三
者
の
弁 

復
た
知
る
べ
か
ら
ず
。
且
つ
経
の
記
に
連
な
る
も
の
、

記
の
経
に
混
じ
る
者
有
り
。
錯
乱
し
て
次 

無
き
こ
と
、
記
に
于
て
甚
し
と
為
す
。
読

者 

分
別
せ
ず
し
て
之
を
観
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
〕（
盛
世
佐
『
儀
礼
集
編
』
巻
二 

士

冠
礼
第
一
之
二
）。

（
15
）　

記
。
冠
義
。
始
冠
、
緇
布
之
冠
也
。
大
古
冠
布
、
斉
則
緇
之
。
其
緌
也
、
孔
子
曰
、

吾
未
之
聞
也
。
冠
而
敝
之
可
也
。
適
子
冠
於
阼
、
以
著
代
也
。
醮
於
客
位
、
加
有
成
也
。

三
加
弥
尊
、
論
其
志
也
。
冠
而
字
之
、
敬
其
名
也
。
委
貌
、
周
道
也
。
章
甫
、
殷
道
也
。

毋
追
、
夏
后
氏
之
道
也
。
周
弁
、
殷
冔
、
夏
收
、
三
王
共
皮
弁
・
素
積
。
無
大
夫
冠
礼
、

而
有
其
昏
礼
、
古
者
五
十
而
后
爵
。
何
大
夫
冠
礼
之
有
。
公
侯
之
有
冠
礼
也
、
夏
之
末

造
也
。
天
子
之
元
子
猶
士
也
。
天
下
無
生
而
貴
者
也
。
継
世
以
立
諸
侯
、
象
賢
也
。
以

官
爵
人
、
徳
之
殺
也
。
死
而
謚
今
也
。
古
者
生
無
爵
、
死
無
謚
（『
儀
礼
注
疏
』
巻

三 

士
冠
礼
第
一
）。

（
16
）　

冠
義
。
始
冠
之
、
緇
布
之
冠
也
。
大
古
冠
布
、
斉
則
緇
之
。
其
緌
也
、
孔
子
曰
、
吾

未
之
聞
也
。
冠
而
敝
之
可
也
。
適
子
冠
於
阼
、
以
著
代
也
。
醮
於
客
位
、
加
有
成
也
。

三
加
弥
尊
、
喩
其
志
也
。
冠
而
字
之
、
敬
其
名
也
。
委
貌
、
周
道
也
。
章
甫
、
殷
道
也
。

毋
追
、
夏
后
氏
之
道
也
。
周
弁
、
殷
冔
、
夏
收
、
三
王
共
皮
弁
・
素
積
。
無
大
夫
冠
礼
、

而
有
其
昏
礼
、
古
者
五
十
而
后
爵
。
何
大
夫
冠
礼
之
有
。
諸
侯
之
有
冠
礼
也
、
夏
之
末

造
也
。
天
子
之
元
子
（
猶
）
士
也
。
天
下
無
生
而
貴
者
也
。
継
世
以
立
諸
侯
、
象
賢
也
。

以
官
爵
人
、
徳
之
殺
也
。
死
而
謚
今
也
。
古
者
生
無
爵
、
死
無
謚
。
礼
之
所
尊
、
尊
其

義
也
。
失
其
義
陳
其
数
、
祝
史
之
事
也
。
故
其
数
可
陳
也
。
其
義
難
知
也
。
知
其
義
而

敬
守
之
。
天
子
之
所
以
治
天
下
也
〔
冠
義
。
始
め
て
之
を
冠
す
る
は
、
緇
布
の
冠
な
り
。

大
古
は
布
を
冠
し
、
斉
す
れ
ば
則
ち
之
を
緇
に
す
。
其
の
緌
あ
る
や
、
孔
子
曰
く
、
吾

未
だ
之
を
聞
か
ざ
る
な
り
、
と
。
冠
し
て
之
を
蔽
つ
る
も
可
な
り
。
適
子 

阼
に
冠
す

る
は
、
以
て
代
は
る
こ
と
を
著
ら
か
に
す
る
な
り
。
客
位
に
醮
す
る
は
、
成
る
有
る
を

加
ぶ
な
り
。
三
た
び
加
へ
て
弥
い
よ
尊
く
す
る
は
、
其
の
志
を
喩
す
な
り
。
冠
し
て
之

に
字
す
る
は
、
其
の
名
を
敬
ふ
な
り
。
委
貌
は
、
周
の
道
な
り
。
章
甫
は
、
殷
の
道
な

り
。
毋
追
は
、
夏
后
氏
の
道
な
り
。
周
は
弁
、
殷
は
冔
、
夏
は
收
、
三
王
は
皮
弁
・
素
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積
を
共
に
す
。
大
夫
の
冠
礼
無
く
し
て
、
其
の
昏
礼
有
る
は
、
古
者
は
五
十
に
し
て
后

に
爵
あ
れ
ば
な
り
。
何
の
大
夫
の
冠
礼
か
之
れ
有
ら
ん
。
諸
侯
の
冠
礼
有
る
や
、
夏
の

末
に
造
れ
る
な
り
。
天
子
の
元
子
も
（
猶
ほ
）
士
（
の
ご
と
く
す
る
）
な
り
。
天

下 
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
貴
き
者
無
き
な
り
。
世
を
継
ぎ
て
以
て
諸
侯
を
立
つ
る
は
、

賢
に
象
れ
ば
な
り
。
官
を
以
て
人
を
爵
す
る
は
徳
の
殺
な
り
。
死
し
て
謚
す
る
は
今
な

り
。
古
者
は
生
き
て
爵
無
く
、
死
し
て
謚
無
し
。
礼
の
尊
ぶ
所
は
、
其
の
義
を
尊
ぶ
な

り
。
其
の
義
を
失
ひ
て
其
の
数
を
陳
ぬ
る
は
、
祝
史
の
事
な
り
。
故
に
其
の
数
は
陳
ぬ

べ
き
な
り
。
其
の
義
は
知
り
難
き
な
り
。
其
の
義
を
知
り
て
敬
し
て
之
を
守
る
は
、
天

子
の
天
下
を
治
む
所
以
な
り
〕（『
礼
記
注
疏
』
巻
二
十
六 

郊
特
牲
第
十
一
）。

（
17
）　

な
お
元
の
呉
澄
『
礼
記
逸
経
』
巻
二 

冠
義
第
一
は
、『
礼
記
』
昏
義
篇
の
「
夫
礼
始

於
冠
、
本
於
昏
、
重
於
喪
・
祭
、
尊
於
朝
・
聘
・
和
於
射
郷
。
此
礼
之
大
体
也
」（『
礼

記
注
疏
』
巻
六
十
一 

昏
義
第
四
十
四
）
と
郊
特
牲
篇
「
冠
義
」
の
句
を
、
錯
簡
に
よ
っ

て
本
来
の
冠
義
篇
か
ら
は
ぐ
れ
た
文
章
と
考
え
、
冠
義
篇
経
文
と
し
て
再
編
入
さ
せ
る
。

そ
の
当
否
は
置
く
と
し
て
も
、
各
礼
の
序
列
と
『
礼
記
』「
義
」
篇
群
の
配
列
を
統
合

的
に
一
致
さ
せ
る
見
解
は
、『
礼
記
』
編
纂
に
関
わ
る
思
想
を
考
え
る
う
え
で
参
考
と

な
る
。

（
18
）　

田
中
利
明
「
儀
礼
の
「
記
」
の
問
題
│
│
武
威
漢
簡
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
中
国
学

会
報
』
第
十
九
集
、
一
九
六
七
年
）。

（
19
）　

名
曰
冠
義
者
、
以
其
記
冠
礼
成
人
之
義
。
此
於
別
録
属
吉
事
（
鄭
玄
『
礼
記
目
録
』

冠
義
第
四
十
三
（
孔
広
森
『
通
徳
遺
書
所
見
録
』、
中
文
出
版
社
、
一
九
七
三
年
に
所

収
））。

（
20
）　

凡
人
之
所
以
為
人
者
、
礼
義
也
。
礼
義
之
始
、
在
於
正
容
体
、
斉
顔
色
、
順
辞
令
。

容
体
正
、
顔
色
斉
、
辞
令
順
、
而
后
礼
義
備
。
以
正
君
臣
、
親
父
子
、
和
長
幼
。
君
臣

正
、
父
子
親
、
長
幼
和
、
而
后
礼
義
立
。
故
冠
而
后
服
備
、
服
備
而
后
容
体
正
、
顔
色

斉
、
辞
令
順
。
故
曰
、
冠
者
礼
之
始
也
。
是
故
古
者
聖
王
重
冠
。
古
者
冠
礼
、
筮
日
・

筮
賓
、
所
以
敬
冠
事
、
敬
冠
事
、
所
以
重
礼
、
重
礼
、
所
以
為
国
本
也
。
故
冠
於
阼
、

以
著
代
也
。
醮
於
客
位
、
三
加
弥
尊
、
加
有
成
也
。
已
冠
而
字
之
、
成
人
之
道
也
。
見

於
母
、
母
拝
之
、
見
於
兄
弟
、
兄
弟
拝
之
、
成
人
而
与
為
礼
也
。
玄
冠
・
玄
端
、
奠
摯

於
君
、
遂
以
摯
見
於
郷
大
夫
・
郷
先
生
、
以
成
人
見
也
。
成
人
之
者
、
将
責
成
人
礼
焉

也
。
責
成
人
礼
焉
者
、
将
責
為
人
子
、
為
人
弟
、
為
人
臣
、
為
人
少
者
之
礼
行
焉
。
将

責
四
者
之
行
於
人
、
其
礼
可
不
重
与
。
是
故
古
者
重
冠
。
重
冠
、
故
行
之
於
廟
。
行
之

於
廟
者
、
所
以
尊
重
事
。
尊
重
事
而
不
敢
擅
重
事
。
不
敢
擅
重
事
、
所
以
自
卑
而
尊
先

祖
也
（『
礼
記
注
疏
』
巻
六
十
一
冠
義
第
四
十
三
）。

（
21
）　

筮
于
庿
門
（『
儀
礼
注
疏
』
巻
一 

士
冠
礼
第
一
）。
筮
者
、
以
蓍
問
日
吉
凶
於
易
也
。

冠
必
筮
日
於
庿
門
者
、
重
以
成
人
之
礼
成
子
孫
也
。
庿
、
謂
禰
庿
。
不
於
堂
者
、
嫌
蓍

之
霊
由
庿
神
（
上
文
・
鄭
玄
注
）。

（
22
）　

前
期
三
日
、
筮
賓
、
如
求
日
之
儀
（『
儀
礼
注
疏
』
巻
一 

士
冠
礼
第
一
）。
前
期
三
日
、

空
二
日
也
。
筮
賓
、
筮
其
可
使
冠
子
者
、
賢
者
恒
吉
。
冠
義
曰
、
古
者
冠
礼
、
筮
日
・

筮
賓
、
所
以
敬
冠
事
、
敬
冠
事
所
以
重
礼
、
重
礼
所
以
為
国
本
（
上
文
・
鄭
玄
注
）。

（
23
）　

主
人
之
賛
者
、
筵
于
東
序
、
少
北
西
面
（『
儀
礼
注
疏
』
巻
二 

士
冠
礼
第
一
）。
主

人
之
賛
者
、
其
属
中
士
。
若
下
士
、
筵
布
席
也
。
東
序
、
主
人
位
也
。
適
子
冠
於
阼
、

少
北
、
辟
主
人
（
上
文
・
鄭
玄
注
）。
ま
た
③
に
対
す
る
鄭
玄
注
に
「
阼
、
謂
主
人
之

北
也
。
適
子
冠
於
阼
、
若
不
醴
、
則
醮
用
酒
於
客
位
、
敬
而
成
之
也
。
戸
西
為
客
位
。

庶
子
冠
於
房
戸
外
、
又
因
醮
焉
、
不
代
父
也
。
冠
者
、
初
加
緇
布
冠
、
次
加
皮
弁
、
次

加
爵
弁
、
毎
加
益
尊
、
所
以
益
成
也
〔
阼
は
、
主
人
の
北
を
謂
ふ
な
り
。
適
子
は
阼
に

冠
す
、
若
し
醴
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
醮
し
て
酒
を
客
位
に
用
い
、
敬
し
て
之
を
成
す
な
り
。

戸
の
西
を
客
位
と
為
す
。
庶
子
は
房
戸
の
外
に
冠
し
、
又
因
り
て
焉
に
醮
す
る
は
、
父

に
代
は
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
冠
者
は
、
初
め
緇
布
冠
を
加
へ
、
次
に
皮
弁
を
加
へ
、
次
に

爵
弁
を
加
へ
、
加
ふ
る
毎
に
益
ま
す
尊
し
、
成
る
を
益
す
所
以
な
り
〕」
と
あ
り
、
士

冠
礼
篇
経
文
の
「
若
不
醴
、
則
醮
用
酒
」
は
「
直
接
的
な
記
」
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ

る
。
末
永
高
康
「『
儀
礼
』
の
「
記
」
を
め
ぐ
る
一
考
察
」（『
東
洋
古
典
学
研
究
』
第

三
十
九
集
、
二
〇
一
五
年
）
を
参
照
。

（
24
）　

冠
者
立
西
階
、
東
南
面
。
賓
字
之
、
冠
者
対
（『
儀
礼
注
疏
』
巻
二 

士
冠
礼
第
一
）。

（
25
）　

冠
者
奠
觶
于
薦
東
、
降
筵
、
北
面
坐
取
脯
、
降
自
西
階
、
適
東
壁
、
北
面
見
于
母
。

母
拝
受
、
子
拝
送
。
母
又
拝
（『
儀
礼
注
疏
』
巻
二 

士
冠
礼
第
一
）。

（
26
）　

乃
易
服
、
服
玄
冠
・
玄
端
・
爵
韠
、
奠
摯
見
于
君
。
遂
以
摯
見
於
郷
大
夫
・
郷
先
生



漢
代
礼
学
に
お
け
る
「
経
」「
記
」
か
ら
「
義
」
へ
の
展
開
に
つ
い
て

（129）1216

（『
儀
礼
注
疏
』
巻
二 

士
冠
礼
第
一
）。

（
27
）　

武
内
義
雄
「
礼
記
の
研
究
」
第
五
章 

「
今
文
礼
（
儀
礼
）
の
諸
義
」（『
武
内
義
雄
全

集
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
九
年
）
第
三
巻 

儒
教
篇
二
に
所
収
）。

（
28
）　

王
来
特
「『
儀
礼
』
と
漢
代
の
政
治
│
冠
礼
を
中
心
に
し
て
（
前
漢
の
場
合
）」（『
岩

大
語
文
』
十
四
号
、
岩
手
大
学
語
文
学
会
、
二
〇
〇
九
年
）、「『
儀
礼
』
と
漢
代
の
政

治
│
冠
礼
を
中
心
に
し
て
（
後
漢
の
場
合
）」（『
岩
大
語
文
』
十
五
号
、
岩
手
大
学
語

文
学
会
、
二
〇
一
〇
年
）。
前
漢
以
来
の
今
文
礼
学
者
に
つ
い
て
、
①
「
漢
儀
」
系
統

の
礼
学
者
、
②
経
学
系
統
の
礼
学
者
の
二
系
統
あ
る
と
想
定
す
る
沈
文
倬
「
従
漢
初
今

文
経
的
形
成
説
到
両
漢
今
文
「
礼
」
的
伝
授
」
に
倣
い
、
前
漢
か
ら
後
漢
の
歴
代
皇
帝

が
冠
礼
を
行
な
っ
た
事
跡
を
調
べ
、
儒
家
経
典
に
記
さ
れ
た
成
人
儀
礼
が
と
き
の
政
治

状
況
お
よ
び
経
学
的
解
釈
と
ど
の
よ
う
に
絡
み
合
っ
て
展
開
し
た
の
か
を
考
察
す
る
。

（
29
）　

王
来
特
〈
二
〇
〇
九
〉、
二
〇
頁
。

（
30
）　

臣
又
聞
室
家
之
道
修
、
則
天
下
之
理
得
、
故
詩
始
国
風
、
礼
本
冠
婚
。
始
乎
国
風
、

原
情
性
而
明
人
倫
也
。
本
乎
冠
婚
、
正
基
兆
而
防
未
然
也
。
福
之
興
莫
不
本
乎
室
家
、

（
之
道
）〔
道
之
〕
衰
莫
不
始
乎
梱
内
。
故
聖
王
必
慎
妃
后
之
際
、
別
適
長
之
位
。
礼
之

於
内
也
、
卑
不
隃
尊
、
新
不
先
故
、
所
以
統
人
情
而
理
陰
気
也
。
其
尊
適
而
卑
庶
也
、

適
子
冠
乎
阼
、
礼
之
用
醴
、
衆
子
不
得
与
列
、
所
以
貴
正
体
而
明
嫌
疑
也
。
非
虚
加
其

礼
文
而
已
、
乃
中
心
与
之
殊
異
、
故
礼
探
其
情
而
見
之
外
也
。
聖
人
動
静
游
燕
、
所
親

物
得
其
序
。
得
其
序
、
則
海
内
自
修
、
百
姓
従
化
。
如
当
親
者
疏
、
当
尊
者
卑
、
則
佞

巧
之
姦
、
因
時
而
動
、
以
乱
国
家
。
故
聖
人
慎
防
其
端
、
禁
於
未
然
、
不
以
私
恩
害
公

義
。
陛
下
聖
徳
純
備
、
莫
不
修
正
、
則
天
下
無
為
而
治
。
詩
云
、
于
以
四
方
、
克
定
厥

家
。
伝
曰
、
正
家
而
天
下
定
矣
（『
漢
書
』
巻
八
十
一 

匡
張
孔
馬
伝
第
五
十
一 

匡
衡
伝
）。

（
31
）　

師
古
曰
、
礼
記
冠
義
曰
、
冠
者
、
礼
之
始
也
。
婚
義
曰
、
婚
者
、
礼
之
本
也
。

（
32
）　

衡
為
少
傅
数
年
、
数
上
疏
陳
便
宜
、
及
朝
廷
有
政
議
、
傅
経
以
対
、
言
多
法
義
（『
漢

書
』
巻
八
十
一 

匡
張
孔
馬
伝
第
五
十
一 

匡
衡
伝
）。


