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は
じ
め
に

　

經
書
『
禮
記
』
に
收
め
ら
れ
る
諸
篇
は
、
禮
に
關
わ
る
言
論
を

く

載
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
燕
義
篇
は
、
同
じ
く
禮
の
經
書
、『
儀

禮
』
燕
禮
篇
を
も
と
と
し
て
燕
禮
に
具
わ
る
意
義
を
說
く
篇
で
あ
る
。

い
ま
通
行
す
る
燕
義
篇
の
經
文
は
、
複
數
の
異
な
る
意
義
を
有
す
る
文

章
が
一
連
の
構
成
を
成
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
現
・
燕
義
篇
は
そ
の
全

て
が
一
時
に
記
述
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
異
な
る
時
代
に
あ
っ
て
重

層
的
に
記
述
が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、「
義
」
を
篇
題
に
冠
す
る
『
禮
記
』
燕
義
篇
お
よ
び
『
禮

記
』
鄕
飮
酒
義
篇
の
經
文
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
に
表
現
さ

れ
て
い
る
內
容
を
明
ら
か
に
し
、そ
の
上
で
、そ
れ
ら
に
共
通
す
る「
義
」

の
役
割
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
こ
の
整
理
に
基
づ
き
、
今
本
『
禮
記
』

所
收
の
「
義
」
を
含
む
篇
群
に
は
、
も
と
も
と
最
初
に
編
ま
れ
た
で
あ

ろ
う
禮
經
に
對
す
る
「
義
」
篇
と
は
異
な
る
、よ
り
抽
𧰼
化
さ
れ
た
「
義
」

が
漸
次
に
累
加
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
　
　

一
、「
經
」「
記
」
か
ら
「
義
」
へ
の
展
開
に
つ
い
て

　

そ
も
そ
も
禮
は
、
個
人
や
集
團
に
よ
っ
て
實
踐
と
傳
承
が
な
さ
れ
、

そ
の
過
程
の
な
か
で
は
、
異
な
る
時
代
・
地
域
・
文
化
狀
況
に
合
わ

せ
て
變
容
さ
れ
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
實
踐
を
主
體
と
す
る
が
た
め
に
常

に
變
容
す
る
儀
禮
を
文
書
化
す
る
こ
と
は
、
記
さ
れ
た
儀
節
を
い
つ
い

か
な
る
と
き
で
も
返
り
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
經
典
と
し
て
殘
す
こ
と

に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
「
禮
經
」
と
し
て
成
っ
た
「
書
か
れ
た

　
　
　
『
禮
記
』
燕
義
篇
の
成
篇
過
程
と
「
義
」
の
役
割

黑　

﨑　
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禮（
１
）」

が
、
前
漢
の
魯
の
高
堂
生
が
口
承
す
る
「
士
禮
十
七
篇
」
お
よ
び

漢
志
に
記
載
さ
れ
た
「
禮
古
經
五
十
六
卷
、
經
七
十
篇

（
２
）」

を
範
に
と
る

『
儀
禮
』
で
あ
る
。
禮
經
は
そ
の
學
び
の
過
程
に
お
い
て
、「
經
」
文
に

は
書
か
れ
な
い
事
柄
や
狀
況
に
對
應
す
る
た
め
の
新
た
な
補
足
文
書
を

付
加
し
、
よ
り
完
備
さ
れ
た
「
書
か
れ
た
禮
」
を
目
指
す
。「
經
」
の

文
章
に
對
し
て
補
足
說
明
を
加
え
る
文
書
の
樣
式
に
は
「
傳
」「
記
」

「
問
」「
義
」
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る

（
３
）。

本
論
の
主
眼
と
も
な
る
『
禮
記
』

は
、
そ
う
し
た
禮
の
補
足
的
文
書
を
集
成
す
る
こ
と
で
一
個
の
經
典
と

な
っ
た
書
物
で
あ
る
。
ま
た
『
儀
禮
』・『
禮
記
』
と
は
別
に
、
王
莽
が

新
帝
國
を
建
設
す
る
に
あ
た
り
、
古
文
經
典
學
を
た
っ
と
ぶ
劉
歆
ら
に

よ
っ
て
に
わ
か
に
顯
彰
さ
れ
た
『
週
禮
』
は
、
古
の
週
王
朝
の
官
制
を

記
し
た
と
さ
れ
る
書
物
で
あ
る
。

　

今
囘
着
目
す
る
『
禮
記
』
燕
義
篇
は
「
義
」
に
屬
す
。「
義
」
の
樣

式
を
と
る
文
章
は
、
通
行
す
る
諸
禮
文
獻
を
確
認
す
る
か
ぎ
り
、「
記
」

の
文
章
と
な
ら
ん
で
記
述
さ
れ
る
例
が
多
く
、
禮
の
解
說
を
擔
う
役
割

に
も
そ
れ
と
近
し
い
面
が
あ
る
。
こ
の
た
め
「
義
」
を
分
析
す
る
に
は
、

先
ん
じ
て
「
記
」
に
つ
い
て
も
觸
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

唐
・
賈
公
彥
は
「
お
よ
そ
記
と
は
、
い
ず
れ
も
經
の
不
備
を
補
い
、

經
と
は
離
れ
た
古
い
言
葉
を
も
記
す
も
の

（
４
）」

と
い
い
、「
記
」
を
『
儀
禮
』

經
文
を
補
足
す
る
文
章
と
す
る
。
ま
た
淸
の
盛
世
佐
は
「
記
」
の
性
格

と
し
て
三
種
類
を
揭
げ
る

（
５
）。

㋑
、
經
の
不
備
を
補
說
し
た
も
の
。

㋺
、
禮
の
變
異
を
記
し
た
も
の
。

㋩
、
お
の
お
の
聞
く
と
こ
ろ
を
記
し
、
少
し
く
經
義
と
相
違
す
る

も
の
。

　

三
種
の
記
の
成
立
年
代
・
作
者
に
つ
い
て
、
㋑
を
週
公
の
徒
が
つ
く

り
經
と
竝
行
し
た
も
の
、
㋺
を
春
秋
の
際
の
も
の
、
㋩
を
七
十
子
後
學

の
手
に
成
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
成
立
の
年
代
や
作
者
に
つ
い
て
は
、

今
日
明
確
な
證
據
を
持
ち
得
な
い
た
め
確
か
め
よ
う
が
な
い
。た
だ
し
、

「
記
」
の
性
格
の
說
明
と
、
そ
の
文
章
に
時
代
差
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

す
る
點
は
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
點
に
つ
い
て
、『
儀
禮
』
諸

篇
の
「
經
」
と
「
記
」
が
記
述
さ
れ
た
先
後
關
係
を
考
察
し
た
專
論
に
、

田
中
利
明
と
末
永
高
康
の
二
氏
が
擧
げ
ら
れ
る
。

　

一
九
五
七
年
七
月
か
ら
同
年
十
一
月
に
か
け
て
、
甘
肅
省
愽
物
館
は

中
國
科
學
院
協
力
の
も
と
武
威
縣
に
あ
る
磨
咀
子
六
號
漢
墓
を
調
査

し
、
そ
こ
か
ら
は
竹
・
木

な
ど
合
わ
せ
て
四
六
九

（「
武
威
漢

」）

が
發
見
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
整
理
に
よ
り
、
武
威
漢

に
は
通
行
本
の

『
儀
禮
』に
相
當
す
る
篇
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
判
明
す
る

（
６
）。田

中
利
明「
儀

禮
の
「
記
」
の
問
題―

―

武
威
漢

を
め
ぐ
っ
て

（
７
）」

は
、武
威
漢

『
儀

禮
』
中
に
み
え
る
「
記
」
の
表
示
が
通
行
本
と
の
閒
で
異
な
っ
て
い
る
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こ
と
に
註
目
し
、
武
威
漢

『
儀
禮
』
を
前
漢
末
の
今
文
禮
家
の
流
れ

を
汲
む
も
の
と
し
た
上
で
、
通
行
本
に
見
え
る
「
記
」
は
大
別
し
て
、

「
經
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
す
る
。
田
中
は
前
者

を
「
直
接
的
な
記
」、
後
者
を
「
閒
接
的
な
記
」
と
弁
別
し
、
今
本
『
儀

禮
』
の
經
文
は
「
經
」
と
二
種
類
の
「
記
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
も

の
と
考
え
る
。
左
に
そ
の
要
點
を
再
述
し
て
示
す
。

○
「
經
」

　
　
　

儀
禮
の
進
行
を
記
す
文
。
一
貫
し
て
儀
式
次
第
を
敍
述
す

る
こ
と
が
そ
の
役
割
。

○
「
直
接
的
な
記
」　
＊
以
下
、「
記
（
直
）」
と
も
略
記
す
る
。

　
　
　

備
忘
の
た
め
に
記
し
留
め
る
も
の
。
元
來
「
言
わ
な
く
て

も
わ
か
っ
て
い
た
か
ら
省
略
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が

後
世
言
わ
な
け
れ
ば
解
ら
な
く
な
っ
て
來
た
」
か
ら
記
さ
れ

る
文
章
。

　
　
　

原
初
、
口
傳
え
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
り
、
既
知
の
事
で

あ
る
か
ら
式
次
第
に
細
々
と
書
き
入
れ
る
必
要
が
無
か
っ
た

事
柄
が
、
時
代
・
社
會
の
變
動
に
伴
い
、
口
承
に
よ
る
部
分

が
忘
れ
ら
れ
そ
う
に
な
っ
て
き
た
頃
に
書
き
留
め
ら
れ
た
言

辭
。
こ
の
「
記
」
は
直
接
的
に
「
經
」
の
不
備
を
補
う
こ
と

か
ら
、「
主
從
關
係
」
に
あ
る
。

○
「
閒
接
的
な
記
」　
＊
以
下
、「
記
（
閒
）」
と
も
略
記
す
る
。

　
　
　
「
經
と
は
何
ら
直
接
的
拘
わ
り
を
持
た
な
い
も
の
」。
こ
れ

が
無
く
て
も
、
儀
式
の
行
程
に
滯
り
が
起
こ
ら
な
い
文
章
。

　
　
　

例
え
ば
、
士
相
見
禮
に
あ
っ
て
は
「
士
が
大
夫
に
見
え
る

と
き
」
や
「
上
大
夫
が
相
見
す
る
と
き
」
の
儀
節
を
補
記
す

る
。
士
相
見
禮
は
、
士
と
士
が
相
見
え
る
と
き
の
儀
禮
で
あ

る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
補
足
は
相
見
の
禮
と
い
う
所
に
强
い
て

關
連
づ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
記
」
は
、
も
し
獨
立
し
て

い
れ
ば
そ
れ
自
體
が
「
經
」
と
も
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、「
經
」
と
は
「
對
等
の
關
係
」
に
あ
る
。『
荀
子
』
勸
學

篇
の
「
讀
禮

（
８
）」

に
相
當
す
る
。

　

末
永
高
康
「『
儀
禮
』
の
「
記
」
を
め
ぐ
る
一
考
察

（
９
）」

は
、
田
中

〈
一
九
六
七
〉
の
說
を
深
め
、『
儀
禮
』
諸
篇
中
の
「
經
」・「
記
」
成
立

の
先
後
關
係
を
考
察
す
る
。「
記
（
閒
）」
を
特
徵
づ
け
る
「
若
…
、則
…
」

と
い
う
表
現
は
、
士
冠
禮
篇
經
文
「
若
不
吉
、
則
筮
遠
日
、
初
如
儀
」

な
ど
に
も
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、「
記
（
閒
）」
す
ら
も
「
經
」
に
組

み
込
ま
れ
得
る
こ
と
を
指
摘
し
、そ
こ
に
は
各
「
經
」
の
成
立
時
期
と
、

「
經
」
記
述
者
の
意
識
に
變
化
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
。
各
篇
の
成
立

時
期
は
一
篇
の
內
部
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、『
儀
禮
』
の
各
「
經
」・「
記
」
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全
體
か
ら
考
え
得
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

例
え
ば
辭
［
儀
禮
に
お
け
る
口
上
の
字
句
］
に
着
目
し
て
、
そ
れ
が

①
禮
の
記
述
上
「
不
可
缺
な
も
の
と
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
段
階
」

（
士
冠
禮
「
經
」）
と
、
の
ち
に
②
「
必
要
と
さ
れ
る
も
の
と
意
識
さ
れ

た
段
階
」（
士
冠
禮
「
記
」）
と
の
二
段
階
に
分
か
れ
る
成
立
順
序
を
推

定
す
る
。
①
の
段
階
で
「
經
」
が
す
で
に
固
定
し
て
い
た
が
た
め
に
、

②
に
お
い
て
は
「
記
」
に
補
記
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
②
の

段
階
で
作
ら
れ
る
「
經
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
あ
る
①
の
「
經
」
と

②
の
「
記
」
も
、
經
文
に
組
み
込
み
得
る
（
特
性
饋
⻝
禮
「
經
」
→
少
牢

饋
⻝
禮
「
經
」）。
つ
ま
り
、
後
發
の
記
述
者
は
、
よ
り
完
備
し
た
形
で

禮
の
「
經
」
を
記
述
す
る
傾
向
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
分
析

を
進
め
、「
禮
經
の
完
備
化
の
過
程
」
を
左
の
よ
う
に
整
理
す
る
。

　
　１-

ａ　

各
「
經
」
の
成
立
は
同
時
で
は
な
く
、
よ
り
後
れ
て

成
立
し
た
「
經
」
は
先
行
す
る
「
經
」（
や
「
記
」）
を

參
照
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。

　
　１-

ｂ　

そ
の
結
果
、
よ
り
後
れ
て
成
立
し
た
「
經
」
の
方
が
、

よ
り
完
備
し
た
禮
の
記
述
を
持
つ
傾
向
が
あ
る
。

　
　
２
　

各
「
經
」
の
成
立
後
は
、禮
の
記
述
の
完
備
は
各
「
記
」

に
よ
っ
て
引
き
繼
が
れ
た
。

　

１-

ａ
は
「
經
」
が
時
閒
と
と
も
に
そ
の
種
類
を
增
や
し
て
、
そ
の

守
備
範
圍
を
擴
大
し
て
い
く
方
向
で
の
禮
經
の
完
備
化
で
あ
り
、
１-

ｂ
は
各
「
經
」
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
禮
の
記
述
の
完
備
化
で
あ
る
。

　

２
は
完
成
し
た
各
「
經
」
を
補
う
完
備
化
で
あ
り
、
大
き
く
二
つ
の

方
向
に
分
か
れ
る
。
一
つ
が
「
記
（
直
）」
に
よ
る
完
備
化
に
對
應
す
る

も
の
で
あ
り
、「
經
」
の
儀
節
を
補
う
も
の
。
ま
た
一
つ
が
「
記
（
閒
）」

に
よ
る
完
備
化
に
對
應
す
る
も
の
で
、「
經
」
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム

と
は
異
な
る
狀
況
下
で
行
わ
れ
る
禮
の
儀
節
を
補
う
も
の
で
あ
る
。

　

末
永
〈
二
〇
一
五
〉
は
以
上
の
よ
う
な
整
理
の
も
と
、「
禮
を
完
備

化
し
て
い
く
た
め
に
は
、
各
儀
節
が
𧰼
徵
す
る
も
の
や
、
そ
の
儀
節
が

そ
の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
る
根
據
に
對
す
る
問
い
か
け
が
と
も
な
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、『
禮
記
』
の
冠
義
篇
・
昏
義
篇
は
、『
儀

禮
』
士
冠
禮
篇
中
の
「
記
冠
義
」
お
よ
び
士
昏
禮
篇
「
記
」
よ
り
も
後

れ
て
成
立
し
た
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

　

以
上
、
兩
氏
の
見
解
を
受
け
止
め
れ
ば
、「
義
」
が
書
か
れ
る
の
は
、

「
記
」が
生
產
さ
れ
る
場
と
近
し
い
位
相
に
あ
る
こ
と
が
豫
想
さ
れ
る
。

　

禮
の
性
格
が
も
と
よ
り
禮
容
を
主
體
と
す
る
以
上
、
そ
の
儀
節
が
時

代
の
移
り
變
わ
り
に
と
も
な
っ
て
流
動
す
る
こ
と
は
免
れ
な
い
。
そ
う

で
あ
れ
ば
こ
そ
、
實
踐
の
た
め
の
儀
式
を
講
學
す
る
者
た
ち
は
そ
の
儀

式
次
第
を
「
經
」
と
し
て
記
し
殘
す
こ
と
で
、
講
學
・
講
習
の
手
立
て

と
す
る
。
初
め
に
出
來
上
が
っ
た
「
經
」
は
一
個
の
完
成
形
と
し
て
、
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そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
經
」
に
は
書
か
れ
な
い

事
態
が
生
じ
た
と
き
、
そ
れ
に
對
應
す
る
た
め
に
、
す
で
に
あ
る
「
經
」

を
中
核
と
し
て
附
則
的
に
禮
容
の
記
述
を
補
う
「
記
」
が
增
產
さ
れ
る
。

と
り
わ
け
士
冠
禮
篇
・
燕
禮
篇
の
「
記
」
や
喪
服
篇
の
「
傳
」
な
ど
は
、

そ
れ
が
「
經
」
と
別
個
に
編
綴
さ
れ
て
講
學
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
物

語
る
。
今
本
『
儀
禮
』
の
「
經
」
中
に
散
在
し
、
あ
る
い
は
末
尾
に
附

さ
れ
る
「
記
」
は
、
と
き
の
禮
樂
講
習
者
と
作
經
者
ら
の
思
索
の
痕
跡

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
に
し
て
禮
が
書
籍
と
し
て
編
ま
れ
る

よ
う
に
な
り
、「
經
を
諳
ん
じ
、
禮
を
讀
む
」
學
術
が
成
熟
し
て
い
く

な
か
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
禮
容
は
つ
ね
に
變
わ
り
續
け
る
。
か
く
變
遷

す
る
禮
容
に
對
し
、
ひ
と
た
び
新
た
な
儀
禮
の
制
作
が
要
請
さ
れ
た
と

き
、
新
た
に
作
ら
れ
る
儀
禮
の
「
經
」
は
よ
り
完
璧
を
期
す
た
め
に
、

す
で
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
禮
容
の
補
述
で
あ
る
「
記
」
や
「
傳
」
を
編

入
さ
せ
る
。
儀
禮
の
意
義
を
說
き
の
べ
る
「
義
」
は
、
こ
れ
ら
と
同
樣

に
取
り
扱
わ
れ
た
の
で
あ
る
。『
儀
禮
』
士
冠
禮
篇
を
例
に
取
っ
て
み

よ
う
。
こ
こ
で
は
一
連
の
儀
式
次
第
を
述
べ
た
後
に
「
記
冠
義
」
の
句

で
始
ま
る
文
章
が
あ
る）

（（
（

。

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

冠
し
、
齊
す
れ
ば
則
ち
之
を
緇
に
す
。
其
の
緌
あ
る
や
、
孔
子
曰

く
、
吾
未
だ
之
れ
を
聞
か
ざ
る
な
り
、
と
。
冠
し
て
之
を
蔽す

つ
る

も
可
な
り
。
适
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
彌
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
、
週
の

衟
な
り
。
章
甫
は
、
殷
の
衟
な
り
。
毋
追
は
、
夏
后
氏
の
衟
な
り
。

週
は
弁
、
殷
は

、
夏
は
收
、
三
王
は
皮
弁
・
素
積
を
共
に
す
。

大
夫
の
冠
禮
無
く
し
て
、
其
の
昏
禮
有
る
は
、
古
へ
は
五
十
に
し

て
后
に
爵
あ
れ
ば
な
り
。
何
の
大
夫
の
冠
禮
か
之
れ
有
ら
ん
。
公
・

侯
の
冠
禮
有
る
や
、
夏
の
末
に
造
れ
る
な
り
。
天
子
の
元
子
も
犹

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
繼
ぎ
て
以
て
諸
侯
を
立
つ
る
は
、
賢
に
𧰼
れ
ば
な

り
。
官
を
以
て
人
を
爵
す
る
は
德
の
殺
な
り
。
死
し
て
謚
す
る
は

今
な
り
。
古
へ
は
生
き
て
爵
無
く
、
死
し
て
謚
無
し
。

　

こ
こ
の
「
記
」
以
下
の
文
章
は
、
す
べ
て
士
冠
禮
篇
の
經
文
と
し
て

書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
士
冠
禮
篇
の
「
經
」
の
記
述
と
相
卽
す
る

部
分
は
少
な
い
。冠
禮
の
義
を
述
べ
る
こ
の
文
章
は
、田
中〈
一
九
六
七
〉

の
い
う
「
記
（
閒
）」
に
屬
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
記
冠
義
」
の

文
は
『
禮
記
』
郊
特
性
篇
に
も
類
文
が
確
認
で
き
る
が
、『
禮
記
』
冠

義
篇
に
取
ら
れ
て
い
る
句
は
傍
線
部
の
み
で
あ
り
、
異
同
も
あ
る）

（（
（

。
し

た
が
っ
て
、「
經
」・「
記
（
閒
）」
が
別
個
に
編
綴
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
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れ
る
よ
う
に
、「
義
」
が
記
述
さ
れ
た
「
記
」、
あ
る
い
は
「
義
」
そ
の

も
の
も
や
は
り
別
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
そ
れ
で
は
、
燕
義
篇
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
今
囘
は
、

以
上
の
よ
う
な
「
經
」・「
記
」
の
先
後
問
題
に
對
す
る
考
察
法
を
下
敷

き
に
し
な
が
ら
、「
記
」
と
「
義
」
と
が
如
何
な
る
關
係
性
に
あ
る
の

か
に
つ
い
て
考
察
を
推
し
進
め
て
み
た
い
。
通
行
す
る
『
禮
記
』
燕
義

篇
が
現
在
の
經
文
に
い
た
る
ま
で
に
ど
の
よ
う
な
變
遷
を
辿
っ
て
き
た

の
か
、
ま
た
そ
の
篇
題
に
冠
さ
れ
る
「
義
」
は
、
禮
經
に
對
し
て
如
何

な
る
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
の
か
を
追
求
す
る
。

　
　
　

二
、『
禮
記
』
燕
義
篇
の
錯

問
題
に
つ
い
て

　

第
一
章

古
者 

週
天
子
の
官
に
庶
子
官
有
り
。
庶
子
官
。
諸
侯
・
卿
・
大

夫
・
士
の
庶
子
の
卒
を
職

つ
か
さ
ど

り
、
其
の
戒
令
と
其
の
敎
治
と
を
掌

り
、
其
の
等
を
別
ち
、
其
の
位
を
正
す
。
國
に
大
事
有
れ
ば
、
則

ち
國
子
を
率
い
て
大
子
に
致
す
。
唯
だ
之
を
用
ふ
る
所
の
ま
ま
な

り
。
若
し
甲
兵
の
事
有
れ
ば
、
則
ち
之
に
授
く
る
に
車
甲
を
以
て

し
、
其
の
卒
伍
に
合
し
、
其
の
有
司
に
置
き
、
軍
法
を
以
て
之
を

治
む
。
司
馬
は
正
せ
ず
。
凡
そ
國
の
政
事
、國
子
は
游
卒
を
存
し
、

之
を
し
て
德
を
修
め
衟
を
學
ば
し
め
、春
に
は
諸
れ
を
學
に
合
し
、

秋
に
は
諸
れ
を
射
に
合
し
て
、
以
て
其
の
藝
を
考
へ
て
之
を
進
退

す
）
（（
（

。

　

第
二
章

諸
侯
燕
禮
の
義
。
君 

阼
階
の
東
南
に
立
ち
、
南
に
鄕
ひ
て
卿
に

爾
づ
き
、
大
夫
皆
な
少
し
く
進
む
は
、
位
を
定
む
な
り
。
君 

阼

階
の
上
に
席
す
る
は
、
主
位
に
居
る
な
り
。
君
獨
り
升
り
て
席
上

に
立
ち
、
西
面
し
て
特
り
立
つ
は
、
敢
へ
て
适
す
る
こ
と
莫
き
の

義
な
り）

（（
（

。

　

第
三
章

賓
主
を
設
く
る
は
、
飮
酒
の
禮
な
り
。
宰
夫
を
し
て
獻
主
と
爲
さ

し
む
る
は
、
臣
敢
へ
て
君
と
亢
禮
す
る
こ
と
莫
き
な
り
。
公
卿
を

以
て
賓
と
爲
さ
ず
し
て
大
夫
を
以
て
賓
と
爲
す
は
、
疑
ひ
の
爲
め

な
り
、
嫌
を
明
ら
か
に
す
る
の
義
な
り
。
賓 

中
庭
に
入
る
に
、

君 

一
等
を
降
り
て
之
に
揖
す
る
は
、
之
に
禮
す
る
な
り）

（（
（

。

　

第
四
章

君 

旅
を
賓
に
舉
ぐ
、
乁
び
君
の
爵
を
賜
ふ
所
に
は
、
皆
な
降
り

て
再
拜
稽
首
し
、
升
り
て
拜
を
成
す
は
、
臣
の
禮
を
明
ら
か
に
す

る
な
り
。
君 

之
に
答
拜
す
る
に
、
禮
し
て
答
へ
ざ
る
無
き
は
、

君
上
の
禮
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
な
り
。
臣
下
力
を
竭
く
し
能
を
盡

く
し
て
以
て
功
を
國
に
立
つ
れ
ば
、
君
必
ず
之
に
報
ゆ
る
に
爵
祿
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を
以
て
す
。
故
に
臣
下
皆
な
務
め
て
力
を
竭
く
し
能
を
盡
く
し
て

以
て
功
を
立
つ
。
是
を
以
て
國
安
く
し
て
君
甯
し
。
禮
し
て
答
へ

ざ
る
無
き
は
、
上
の
虛
し
く
下
に
取
ら
ざ
る
を
言
ふ
な
り
。
上 

必
ず
正
衟
を
明
ら
か
に
し
て
以
て
民
を
衟み

ち
び

き
、
民 

之
に
衟
か
れ

て
功
有
り
、
然
る
後
に
其
の
什
一
を
取
る
。
故
に
上
の
用
足
り
て

下
匱
し
か
ら
ざ
る
な
り
。
是
を
以
て
上
下
和

し
て
相
ひ
怨
ま
ざ

る
な
り
。
和
甯
は
、禮
の
用
な
り
。
此
れ
君
臣
上
下
の
大
義
な
り
。

故
に
曰
く
、
燕
禮
と
は
君
臣
の
義
を
明
ら
か
に
す
る
所
以
な
り
、

と
）
（（
（

。

　

第
五
章

席
。
小
卿
は
上
卿
に
次
ぎ
、
大
夫
は
小
卿
に
次
ぎ
、
士
・
庶
子
は

次
を
以
て
位
に
下
に
就
く
。
君
に
獻
ず
。
君 
旅
を
舉
げ
酬
を
行

ひ
て
、
而
し
て
後
に
卿
に
獻
ず
。
卿 

旅
を
舉
げ
酬
を
行
ひ
て
、

而
し
て
後
に
大
夫
に
獻
ず
。
大
夫 

旅
を
舉
げ
酬
を
行
ひ
て
、
而

し
て
後
に
士
に
獻
ず
。
士 

旅
を
舉
げ
酬
を
行
ひ
て
、
而
し
て
後

に
庶
子
に
獻
ず
。
俎
豆
・
牲
體
・
薦
羞
、
皆
な
等
差
有
る
は
、
貴

賤
を
明
ら
か
に
す
る
所
以
な
り）

（（
（

。

　

右
は
『
禮
記
』
燕
義
篇
の
經
文
す
べ
て
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
第
一
章

は
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
文
章
が
、
今
本
『
週
禮
』
夏
官
司
馬
下
・
諸
子
篇

に
收
載
さ
れ
る
も
の
と
類
似
し
て
お
り
、
古
來
よ
り
錯

が
疑
わ
れ
て

い
る
。
例
え
ば
淸
の
孫
希
旦
『
禮
記
集
解
』
に
い
う
。

此
の
節
皆
な
週
禮
諸
子
職
の
文
な
り
。
此
の
篇 

儀
禮 

燕
禮
の
義

を
釋
す
、
下
文
の
「
諸
侯
燕
禮
之
義
」
以
下
は
是
れ
な
り
。
此
の

諸
子
職
の
文
、
燕
禮
と
本
よ
り
當
た
る
所
無
し
。
蓋
し
後
人 

篇

末
に
獻
庶
子
の
事
有
る
に
因
り
、誤
り
て
以
て
庶
子
の
官
に
卽
け
、

遂
に
此
を
引
き
て
篇
首
に
冠
す
る
の
み）

（（
（

。

　

も
と
よ
り
燕
義
篇
と
對
應
す
る
『
儀
禮
』
燕
禮
篇
に
は
、『
週
禮
』

に
說
か
れ
る
「
諸
子
」
の
職
掌
と
關
わ
る
よ
う
な
記
述
は
見
當
た
ら
な

い
。そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
諸
子
職
の
一
文
が
燕
義
篇
に
あ
る
理
由
を
、

後
の
時
代
の
人
が
、
燕
義
篇
第
五
章
に
あ
る
「
庶
子
に
獻
ず
」
る
の
を

「
庶
子
官
」
と
關
係
す
る
も
の
と
誤
認
し
、
そ
れ
に
對
す
る
解
說
を
引

用
し
よ
う
と
し
て
そ
の
ま
ま
篇
首
に
附
し
た
の
だ
と
考
え
る
。
孫
希
旦

の
見
解
は
お
お
む
ね
首
肯
し
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
疑
問
も
殘
る
。
な

ぜ
庶
子
に
對
す
る
說
明
を
わ
ざ
わ
ざ
篇
の
始
め
に
置
い
た
の
か
。
第
五

章
に
「
獻
庶
子
」
の
句
が
あ
り
、
そ
の
解
說
の
た
め
に
諸
子
職
の
文
章

を
附
す
の
で
あ
る
な
ら
、
末
句
の
「
所
以
明
貴
賤
也
」
の
あ
と
に
附
す

の
が
理
に
か
な
う
と
思
わ
れ
る
。
も
し
編
綴

と
し
て
の
特
性
を
も
考

慮
す
る
な
ら
ば
、『
武
威
漢

』
燕
禮
篇
の
「
記
」
の
よ
う
に
編

の

末
尾
に
加
え
る
こ
と
も
可
能
な
は
ず
で
、そ
れ
な
ら
ば
燕
禮
篇
（「
經
」）

の
義
を
說
く
燕
義
篇
（「
記
」）
の
序
列
も
、
明
確
に
讀
み
解
か
れ
る
で
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あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
は
、
ま
た
別

の
理
由
が
求
め
ら
れ
な
く
て
は
い
け
な
い
。

　

ま
た
本
邦
の
桂
五
十
夫
は
い
う
。

以
上
第
一
章
、
燕
飮
の
禮
に
庶
子
に
獻
ず
る
の
こ
と
あ
る
よ
り
、

先
づ
首
節
に
於
て
庶
子
の
事
を
說
く
、
一
節
に
此
節
は
射
義
の
首

節
と
互
に
錯

せ
り
と
、
又
一
節
に
庶
子
は
燕
飮
の
禮
に
於
て
最

も
賤
し
き
者
な
り
、
し
か
る
に
庶
子
の
職
事
を
擧
げ
て
庶
子
よ
り

貴
き
者
を
擧
げ
ざ
る
は
何
の
理
由
な
る
か
明
か
な
ら
ず
、
殊
に
此

の
節
は
燕
禮
に
關
せ
ざ
る
記
事
な
り
、
或
は
他
書
の
斷

を
此
處

に
綴
り
た
る
も
の
な
ら
ん
と
、
或
は
然
ら
ん）

（（
（

　
「
庶
子
」
は
燕
禮
に
お
い
て
最
も
位
が
賤
し
い
身
分
で
あ
る
の
に
、

あ
え
て
そ
の
職
事
を
說
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
不
明
で
あ
る

と
す
る
。
た
し
か
に
、
燕
禮
に
參
加
す
る
者
の
職
務
に
つ
い
て
解
說
を

加
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
燕
禮
の
中
核
で
あ
る
と
こ
ろ
の
卿
・
大
夫
・
士

ら
に
つ
い
て
も
說
明
を
加
え
て
當
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
を

差
し
置
い
て
庶
子
の
み
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
た
だ
儀
禮
の
解
說
を
す

る
だ
け
で
は
な
い
別
の
役
目
が
期
待
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

　

編
纂
者
が
粗
忽
に
も
誤
っ
て
篇
首
に
附
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
理
解

は
、
一
見
も
っ
と
も
な
考
え
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
テ
キ
ス
ト

へ
整
理
の
手
が
加
わ
る
段
階
に
至
っ
て
も
な
お
諸
子
職
の
文
章
が
移
さ

れ
な
か
っ
た
の
か
を
十
分
に
說
明
で
き
な
い
。
思
う
に
、
こ
の
諸
子
篇

は

を
入
れ
閒
違
え
た
と
い
う
偶
發
的
な
問
題
で
は
な
く
、
編
纂
者
が

何
ら
か
の
意
圖
を
も
っ
て
差
し
挾
ん
だ
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

で
は
そ
の
意
圖
と
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
註
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
燕
義
篇
と

燕
禮
篇
と
に
記
述
上
の
差
異
が
見
え
る
「
君
」
の
表
記
で
あ
る
。

　

燕
義
篇
・
第
二
章
經
文
「
君
立
阼
階
之
東
南
」
は
、燕
禮
篇
經
文
「
公

降
立
于
阼
階
之
東
南）

（（
（

」
に
基
づ
く
文
章
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
兩
者

を
對
照
す
る
に
、
も
と
「
公
」
で
あ
る
の
を
「
君
」
に
作
る
。
恐
ら
く

兩
篇
は
元
來
個
別
に
編
綴
さ
れ
、
增
削
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
單

に
書
き
閒
違
え
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
禮
と
は
序
列
を
最
も
重
ん

じ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。燕
禮
篇
の「
經
」は
、全
體
を
通
じ
て
侯
・
公
、

卿
、
大
夫
、
士
な
ど
の
位
を
明
示
し
て
儀
式
次
第
を
記
述
す
る
。
そ
の

義
を
說
く
以
上
、
燕
禮
篇
に
準
據
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
燕
禮
篇

經
文
に「
公
」と
明
記
さ
れ
る
箇
所
を「
君
」に
置
き
換
え
る
燕
義
篇
は
、

禮
經
學
上
の
「
經
」―

「
記
」
關
係
で
は
い
さ
さ
か
理
解
し
が
た
い
。

　

こ
の
差
異
を
理
解
す
る
に
は
、
田
中
〈
一
九
六
七
〉
が
指
摘
す
る
二

つ
の
「
記
」
を
確
認
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。「
君
」
に
對
す
る
燕
禮
篇
・

燕
義
篇
の
記
述
を
仲
介
し
て
い
る
の
は
、「
閒
接
的
な
記
」
が
擔
っ
て

い
る
。
燕
禮
篇
に
確
認
で
き
る
「
君
」
字
は
、
公
が
謙
稱
す
る
と
き
の
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辭こ
と
ば

を
除
け
ば
、「
記
（
閒
）」
に
屬
し
て
い
る
の
で
あ
る）

（（
（

。

　

現
・
燕
義
篇
の
文
が
前
提
に
置
く
燕
禮
の
性
格
は
、
一
人
の
君
主
と

多
數
の
臣
下
と
の
閒
で
行
う
こ
と
を
記
述
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

「
經
」・「
記
（
閒
）」
を
一
つ
の
經
文
と
し
た
燕
禮
篇
が
、
儀
節
に
お
い

て
は
侯
以
下
の
爵
位
や
官
職
を
明
記
し
な
が
ら
も
、「
記
」
に
よ
っ
て

一
般
化
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
君
子
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る

か
ら
で
あ
る
。「
公
」
を
「
君
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公

と
い
う
明
確
な
地
位
の
あ
る
者
に
限
定
さ
せ
る
名
詞
で
は
な
く
、
よ
り

廣
く
曖
昧
に
、
卿
、
大
夫
、
士
ら
に
對
す
る
上
君
を
意
味
す
る
こ
と
と

な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
上
君
と
臣
下
と
の
關
係
性
を
先
だ
っ
て

提
示
し
て
お
く
こ
と
に
よ
り
、
燕
義
篇
第
四
章
に
お
い
て
君
臣
上
下
の

和

こ
そ
が
燕
禮
の
有
す
る
最
大
の
威
儀
で
あ
り
效
用
で
あ
る
と
說
く

主
旨
に
結
ば
れ
る
。
こ
こ
に
、「
記
」に
よ
っ
て
抽
𧰼
化
さ
れ
た
燕
禮
と
、

そ
の
理
念
面
を
抽
出
す
る
「
義
」
の
性
格
が
表
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

振
り
返
っ
て
、『
週
禮
』
諸
子
篇
と
對
照
し
て
み
よ
う
。
先
に
擧
げ

た
燕
義
篇
第
一
章
と
あ
わ
せ
て
參
照
さ
れ
た
い
。

諸
子
。
國
子
の
倅
を
掌
り
、
其
の
戒
令
と
其
の
敎
治
と
を
掌
り
、

其
の
等
を
辨
じ
、
其
の
位
を
正
す
。
國
に
大
事
有
れ
ば
、
則
ち
國

子
を
帥
い
て
大
子
に
致
す
。
惟
だ
之
を
用
ふ
る
所
の
ま
ま
な
り
。

若
し
甲
兵
の
事
有
れ
ば
、
則
ち
之
に
車
甲
を
授
け
、
其
の
卒
伍
に

合
し
、
其
の
有
司
に
置
き
、
軍
法
を
以
て
之
を
治
む
。
司
馬
は
正

せ
ず
。
凡
そ
國
正
に
は
乁
ば
ず
。
大
祭
祀
に
、六
牲
の
體
を
正
す
。

凡
そ
樂
事
に
は
、
舞
位
を
正
し
、
舞
器
を
授
く
。
大
喪
に
、
羣
子

の
服
位
を
正
す
。
會
同
・
賓
客
に
、
羣
子
を
作
し
て
從
は
し
む
。

凡
そ
國
の
政
事
に
は
、
國
子
は
游
卒
に
存
し
、
之
を
し
て
德
を
脩

め
衟
を
學
ば
し
め
、
春
に
は
諸
れ
を
學
に
合
し
、
秋
に
は
諸
れ
を

射
に
合
し
、
以
て
其
の
藝
を
攷
へ
て
之
を
進
退
す）

（（
（

。

　
「
凡
國
正
弗
乁
」
よ
り
「
作
羣
子
從
」
に
い
た
る
ま
で
は
諸
子
篇
の

み
に
收
め
ら
れ
る
文
章
で
あ
り
、
燕
義
篇
に
は
取
ら
れ
て
い
な
い
。
反

對
に
、「
古
者
週
天
子
之
官
有
庶
子
官
」
は
燕
義
篇
第
一
章
に
の
み
見

え
る
句
で
あ
り
、
直
後
に
述
べ
る
庶
子
官
の
職
務
へ
の
導
入
句
と
な
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
肝
心
の
庶
子
官
が
統
括
す
る
者
た
ち
に
つ
い
て
の
記

述
は
、引
用
元
の
諸
子
篇
に
當
た
る
限
り
、「
國
子
の
倅
」
か
ら
「
諸
侯
・

卿
・
大
夫
・
士
の
庶
子
の
卒
」
へ
と
變
わ
っ
て
お
り
、
燕
禮
篇
な
い
し

燕
義
篇
の
記
述
に
準
據
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
單
純
な
引
用

で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
燕
義
篇
第
一
章
は
、『
週

禮
』
諸
子
篇
の
文
章
を
範
に
と
り
な
が
ら
も
、
す
で
に
抽
𧰼
化
さ
れ
た

燕
禮
を
解
說
す
る
た
め
に
敍
述
し
直
さ
れ
た
文
な
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
『
週
禮
』
の
諸
子
官
は
、
國
子
た
ち
を
統
括
し
、
こ
れ
に

敎
育
を
施
す
こ
と
が
役
目
で
あ
る
。
敎
育
の
內
容
は
衟
と
德
の
修
養
で
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あ
り
、
春
に
は
大
學
、
秋
に
は
射
宮
に
國
子
た
ち
を
集
め
て
、
日
ご
ろ

よ
り
習
っ
て
い
る
學
問
や
射
藝
の
考
査
を
す
る
も
の
と
さ
れ
る）

（（
（

。
い
ず

れ
に
せ
よ
「
國
子
」
と
「
庶
子
」
と
は
明
確
に
弁
別
さ
れ
て
よ
い
語
の

は
ず
で
あ
り
、
燕
義
篇
の
敍
述
は
い
さ
さ
か
破
綻
し
て
い
る
。
そ
こ
で

註
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
二
書
の
記
述
の
相
違
が
註
釋
に
よ
っ
て
解
決
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

故
書
は
、
倅
を
卒
と
爲
す
。
鄭
司
農
云
ふ
、
卒
、
讀
み
て
物
に
副

倅
有
る
の
倅
と
爲
す
。
國
子
は
、
諸
侯
・
卿
・
大
夫
・
士
の
子
を

謂
ふ
な
り
。
燕
義
に
曰
く
、古
者 
週
天
子
の
官 

庶
子
官
有
り
、と
。

週
官 

諸
子
職
と
文
を
同
じ
く
す
、と
。
玄
謂
へ
ら
く
、四
民
の
業
、

士
な
る
者
も
亦
た
世
よ
に
す
、
國
子
と
は
是
れ
公
・
卿
・
大
夫
・

士
の
副
貳
な
り
。
戒
令
は
、
大
子
に
致
す
の
事
な
り
。
敎
治
は
、

德
を
脩
め
衟
を
學
ば
し
む
る
な
り
。
位
は
、
朝
位
な
り）

（（
（

。

　

す
で
に
鄭
衆
（
司
農
）
が
燕
義
篇
を
引
き
、
そ
の
後
に
鄭
玄
は
自
身

の
註
記
を
あ
ら
わ
す
。
鄭
玄
は
鄭
衆
の
見
解
を
肯
定
的
に
引
き
繼
ぐ
と

み
て
よ
い
。『
週
禮
』
解
釋
の
上
で
は
、
後
漢
の
中
期
頃
よ
り
通
行
本

と
近
し
い
燕
義
篇
が
讀
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
諸
子
篇

の
一
文
が
添
加
さ
れ
た
燕
義
篇
の
價
値
が
認
め
ら
れ
、
讀
み
繼
が
れ
て

き
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
鄭
玄
が
そ
の
「
三
禮
」
註
の
な
か
で
『
週

禮
』
を
頂
角
と
す
る
禮
體
系
を
志
向
し
、
五
經
の
總
合
化
を
圖
ろ
う
と

し
た
そ
の
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
經
書
敍
述
の
修
辭
が
有
っ
た
の
で

あ
る
。

　

ま
た
こ
う
し
た
修
辭
か
ら
は
、
諸
侯
と
卿
、
大
夫
、
士
ら
と
の
閒
で

行
わ
れ
る
燕
禮
を
基
調
と
し
な
が
ら
も
、
さ
ら
に
上
君
と
臣
下
と
の
閒

に
お
い
て
行
わ
れ
る
燕
禮
へ
と
、
儀
禮
の
理
念
上
の
枠
組
み
を
擴
大
さ

せ
よ
う
と
す
る
意
圖
が
讀
み
取
れ
る
。
冐
頭
「
諸
侯
燕
禮
之
義
」
に
先

ん
じ
て
諸
子
篇
の
文
章
を
加
え
、
さ
ら
に
後
の
章
段
に
お
い
て
「
公
」

か
ら
「
君
」
へ
と
、よ
り
廣

な
執
禮
者
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

現
・
燕
義
篇
は
た
だ
燕
禮
を
解
說
す
る
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
儀
禮
の
效

用
を
も
說
き
傳
え
る
役
割
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、今
本
『
禮
記
』
燕
義
篇
に
述
べ
ら
れ
る
燕
禮
の
「
義
」

と
は
、
た
だ
「
經
」
に
記
さ
れ
た
一
々
の
儀
節
の
意
味
を
釋
き
ほ
ぐ
す

だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
週
の
禮
制
と
し
て
定
め
ら
れ
る
諸
子
官
の
記

述
が
意
圖
的
に
附
會
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
經
禮
た
る
『
週
禮
』
の
權

威
に
支
え
ら
れ
て
、
燕
禮
は
王
者
の
敎
育
政
策
に
缺
か
せ
な
い
儀
禮
の

一
つ
と
し
て
そ
の
效
用
を
高
ら
か
に
う
た
う
。
そ
こ
に
は
燕
禮
篇
に
付

隨
さ
せ
な
け
れ
ば
義
を
說
く
こ
と
の
で
き
な
い
原
・
燕
義
篇
は
す
で
に

な
く
、
一
個
で
敎
科
書
の
一
項
目
と
な
り
得
る
ほ
ど
の
思
想
內
容
が
盛

り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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三
、「
義
」
の
役
割
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　

―
―

禮
容
の
理
念
化
と
經
典
へ
の
聚
合

　

燕
義
篇
で
分
析
し
た
「
義
」
の
特
徵
を
よ
り
把
握
す
る
た
め
、
も
う

一
例
檢
討
す
る
。

　
『
禮
記
』
鄕
飮
酒
義
篇
は
、燕
禮
篇
に
お
け
る
燕
義
篇
と
同
じ
く
、『
儀

禮
』
鄕
飮
酒
禮
篇
の
意
義
を
說
く
も
の
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
鄕
飮
酒
禮
は
、鄭
玄
『
儀
禮
目
錄
』
に
、「
諸
侯
の
鄕
大
夫
、

三
年
大
比
［
三
年
每
の
戶
口
調
査
］
に
賢
者
・
能
者
を
其
の
君
に
獻
ず

る
に
、
禮
を
以
て
之
を
賓
と
し
、
之
と
飮
酒
す）

（（
（

」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

諸
侯
の
鄕
大
夫
が
國
の
た
め
に
士
を
選
拔
し
て
送
り
出
す
際
、
そ
の
鄕

里
の
優
秀
な
士
逹
を
賓
と
し
て
敬
い
享
け
、
飮
酒
を
樂
し
む
禮
だ
と
さ

れ
る
。
む
ろ
ん
鄕
飮
酒
禮
篇
の
記
述
は
、
あ
く
ま
で
も
儀
式
の
所
作
と

次
第
か
ら
な
る
。
し
か
し
そ
の
義
を
說
く
鄕
飮
酒
義
篇
で
は
、
所
作
の

一
々
に
込
め
ら
れ
た
意
義
ば
か
り
で
は
な
く
、
儀
禮
を
修
養
す
る
こ
と

の
意
義
と
の
、
二
つ
の
方
向
性
か
ら
語
ら
れ
る
。

鄕
飮
酒
の
義
。
主
人
拜
し
て
賓
を
庠
門
の
外
に
迎
ふ
、
入
り
て
三

揖
し
て
后
に
階
に
至
る
、
三
讓
し
て
后
に
升
る
は
、
尊
讓
を
致
す

所
以
な
り
。
盥 

洗
し
て
觶
を
揚
ぐ
る
は
、
絜
を
致
す
所
以
な
り
。

至
る
を
拜
す
、
洗
を
拜
す
、
拜
し
て
受
く
、
拜
し
て
送
る
、
拜
し

て
既つ

く
す
は
、敬
を
致
す
所
以
な
り
。
／ 

尊
讓
・
絜
・
敬
な
る
者
は
、

君
子
の
相
ひ
接
す
る
所
以
な
り
。
君
子 

尊
讓
す
れ
ば
則
ち
爭
は

ず
、
絜
・
敬
な
れ
ば
則
ち
慢
な
ら
ず
。
慢
な
ら
ず
爭
は
ざ
れ
ば
、

則
ち
鬪
辨
に
遠
ざ
か
る
。
鬪
辨
せ
ざ
れ
ば
則
ち
暴
亂
の
禍
無
し
。

斯
れ
君
子
の
人
禍
を
免
る
所
以
な
り
。
故
に
圣
人 

之
を
制
す
る

に
衟
を
以
て
す）

（（
（

。

　

始
め
に
「
鄕
飮
酒
之
義
」
と
書
き
出
す
の
は
、
そ
の
編

が
鄕
飮
酒

禮
の
義
を
述
べ
る
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
形
式
は
燕
義
篇
冐
頭

「
諸
侯
燕
禮
之
義
」
と
共
通
し
て
お
り
、こ
れ
が
禮
經
に
對
す
る
「
義
」

篇
で
あ
る
こ
と
を
證
す
る
一
つ
の
體
裁
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に

儀
式
の
所
作
を
列
擧
し
た
の
ち
、「
所
以
致
尊
讓
也
」「
所
以
致
絜
也
」「
所

以
致
敬
也
」
と
し
て
、
各
々
の
所
作
に
込
め
ら
れ
る
意
義
を
「
所
以
□

□
也
」
の
句
で
終
え
る
。
こ
こ
に
列
擧
す
る
所
作
は
い
ず
れ
も
鄕
飮
酒

禮
篇
の
儀
節
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
句
は
禮
經
の
儀
節
に
對
し

て
述
べ
ら
れ
た
「
義
」
で
あ
り
、
そ
の
記
錄
の
初
段
階
に
お
け
る
體
裁

の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ス
ラ
ッ
シ
ュ
を
挾
ん
で
、
次
に
は
「
尊
讓
・
絜
・
敬
也
者
、
君
子
之

所
以
相
接
也
」
と
切
り
出
す
。
先
に
說
い
た
「
尊
讓
」・「
絜
」・「
敬
」

の
義
を
さ
ら
に
敷
衍
し
て
、
君
子
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
行
な
う
の
か
に

主
眼
を
移
し
て
述
べ
る
文
で
あ
る
。「
斯
君
子
所
以
免
於
人
禍
也
」
に



東
洋
の
思
想
と
宗
敎　

第
三
十
四
號

（ 66 ）

い
た
る
ま
で
は
、
す
で
に
禮
經
の
記
述
そ
の
も
の
か
ら
離
れ
て
お
り
、

そ
の
結
句
に
は
、
君
子
た
ら
ん
と
す
る
者
に
對
し
、
斯
く
在
る
べ
き
よ

う
に
圣
人
が
禮
を
制
作
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
後
半
の
文
章

は
、
鄕
飮
酒
禮
篇
の
「
經
」
に
對
す
る
原
初
的
「
義
」
を
踏
ま
え
な
が

ら
も
、
鄕
飮
酒
の
禮
を
習
う
者
逹
に
對
し
て
そ
の
理
念
を
敎
導
す
る
こ

と
を
役
割
と
し
て
い
る
。
加
え
て
こ
の
文
の
後
段
で
も
、
三
賓
を
立
て

る
事
が
「
政
敎
の
本
」、
す
な
わ
ち
政
治
と
敎
化
の
礎
と
な
る
こ
と
を

說
く
記
述
が
見
え
る）

（（
（

。
し
か
し
「
三
賓
」
に
つ
い
て
は
、
鄕
飮
酒
禮
篇

中
に
明
確
な
記
述
は
見
い
だ
さ
れ
な
い）

（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
儀
禮
の
容
體

が
君
子
の
正
し
い
統
治
に
つ
な
が
る
と
解
釋
す
る
記
述
は
、
鄕
飮
酒
禮

の
儀
式
次
第
に
基
づ
い
て
直
接
に
補
足
す
る
文
章
で
は
な
い
。
す
で
に

記
錄
さ
れ
た
「
義
」
と
「
記
」
と
を
參
照
し
な
が
ら
、
鄕
飮
酒
禮
を
そ

の
理
念
面
に
お
い
て
釋
き
ほ
ぐ
す
、
後
段
階
に
な
っ
て
累
加
さ
れ
た
も

う
一
つ
の
「
義
」
の
體
裁
な
の
で
あ
る
。

　

鄕
飮
酒
義
篇
に
み
た
理
念
面
を
補
足
す
る
累
加
的
「
義
」
の
形
式
は
、

さ
き
に
擧
げ
た
燕
義
篇
中
で
は
と
く
に
第
四
章
に
通
ず
る
。
燕
義
篇
に

お
い
て
、
燕
禮
の
意
義
を
說
く
そ
の
對
𧰼
者
に
は
、
學
習
段
階
に
あ
る

國
子
な
い
し
諸
子
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
儀
式
の
施
行
と
天
下
の
統
治

と
が
繫
が
る
こ
と
を
敎
育
す
る
役
割
が
、
そ
こ
に
託
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
ろ
う
。
儀
禮
の
所
作
に
込
め
ら
れ
る
意
義
を
說
く
一
方
、
隨
處
で

儀
禮
を
行
な
う
こ
と
が
德
治
に
繫
が
る
理
由
を
說
く
の
は
、
禮
を
修
め

た
君
子
の
理
想
型
を
表
現
し
、
傳
え
よ
う
と
す
る
意
圖
が
あ
っ
た
か
ら

に
他
な
ら
な
い
。

　

た
だ
し
、
君
王
が
正
し
く
禮
を
行
な
う
こ
と
が
一
種
の
模
範
性
を
示

す
と
い
う
說
き
方
は
、
今
本
『
禮
記
』
で
は
「
記
」
篇
や
「
義
」
篇
に

限
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
篇
中
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、『
禮
記
』
と

い
う
書
物
が
、
禮
の
細
義
・
大
義
を
「
記
」
し
た
文
章
を
廣
く
集
め
る

と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
分
析
は
鄭
玄
『
禮

記
目
錄
』
に
顯
著
に
表
明
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が）

（（
（

、
彼
に
先
立
つ
鄭
衆

が
す
で
に
諸
子
篇
註
に
お
い
て
『
儀
禮
』
燕
禮
篇
、『
禮
記
』
燕
義
篇

と
の
連
環
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
遲
く
と
も
鄭
衆

の
生
き
た
後
漢
中
期
ご
ろ
に
は
、『
禮
記
』
燕
義
篇
が
『
儀
禮
』
燕
禮

篇
の
補
記
・
補
義
と
い
う
位
置
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が

考
え
得
る
。
つ
ま
り
、
今
本
『
禮
記
』
後
半
部
の
「
義
」
篇
群
を
見
る

限
り
に
お
い
て
、
禮
の
「
經
」
や
「
傳
」「
記
」
な
ど
に
基
づ
く
具
體

的
な
禮
容
の
說
明
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
蓄
積
の
上
に
乘
っ
て
禮
の

理
念
を
導
き
出
す
「
義
」
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
、
一
種
の
編
纂
方
針

が
浮
き
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る）

（（
（

。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に

他
の
「
義
」
篇
を
精
査
し
て
い
く
な
か
で
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
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四
、「
義
」
篇
成
立
ま
で
の
假
說
的
整
理

　

禮
を
講
習
・
講
學
す
る
場
に
お
い
て
、
禮
經
の
儀
節
に
對
す
る
「
記
」

の
生
產
は
通
時
代
的
に
營
ま
れ
る
。「
記
」
と
「
義
」
は
共
に
、
禮
經

の
補
記
と
い
う
性
格
は
、
共
通
す
る
も
の
の
、
各
々
が
擔
う
役
割
は
異

な
る
。「
經
」
に
付
隨
す
る
「
直
接
的
な
記
」
は
、「
書
か
れ
た
禮
」
無

し
に
は
存
立
し
得
な
い
。
そ
の
役
目
が
儀
節
の
記
述
を
補
う
こ
と
に
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
對
し
て「
義
」は
、「
經
」を
直
接
に
增
補
す
る
も
の
で
は
な
い
。

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
「
閒
接
的
」
に
補
述
す
る
た
め
に
、
初
期
段
階
に

お
い
て
は
「
閒
接
的
な
記
」
と
形
態
・
表
現
を
似
せ
る
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
そ
の
記
述
が
志
向
す
る
さ
き
は
「
記
」
と
異
な
っ
て
、
理
念
と

し
て
留
め
置
か
れ
る
べ
き
儀
禮
の
型
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
「
記
」
か
ら
徐
々
に
距
離
を
取
り
、
し
だ
い
に
一
個

の
樣
式
と
し
て
獨
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
「
義
」
は
、
そ
れ
が
記
述
さ
れ
る
目
的
に
お
い
て
二
段
階
の

異
な
る
表
現
を
取
る
。

　

一
つ
目
の
段
階
は
、
禮
經
に
書
か
れ
る
儀
節
に
の
っ
と
り
、
そ
の
禮

容
に
麭
含
さ
れ
る
「
細
か
な
義
」
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
實

際
に
儀
禮
を
執
り
行
い
敎
習
し
た
人
々
の
な
か
で
述
べ
ら
れ
、
書
き
留

め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
經
」
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
實
踐
面
と
表

裏
を
一
に
す
る
理
念
面
で
の
完
成
に
向
か
わ
せ
る
役
割
を
有
し
、
そ
の

目
的
も
「
閒
接
的
な
記
」
に
近
し
い
。『
儀
禮
』
士
冠
禮
篇
に
「
記
冠
義
」

が
附
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
理
由
で
あ
ろ
う
。

　

二
つ
目
の
段
階
は
、
禮
經
に
書
か
れ
た
儀
禮
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、

何
故
そ
の
儀
禮
が
大
切
で
あ
る
の
か
、
そ
の
效
用
は
何
處
に
あ
る
の

か
と
い
っ
た
、
儀
禮
そ
の
も
の
の
存
在
理
由
に
關
わ
る
「
大
き
な
義
」

を
說
き
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
前
述
の
細
か
な
義
を
模
範
と
し
て
書
か

れ
な
が
ら
も
、
一
つ
の
儀
禮
の
義
か
ら
更
に
敷
衍
し
て
、
天
下
人
倫
の

理
こ
と
わ
り

を
も
解
き
明
か
す
點
に
特
徵
が
あ
る）

（（
（

。

　

禮
經
に
對
す
る
大
き
な
義
が
記
述
さ
れ
る
目
的
は
、
儀
禮
の
執
行
と

天
下
の
統
治
と
が
一
體
に
繫
が
る
こ
と
を
、
理
論
的
に
裏
付
け
る
こ
と

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
禮
經
そ
の
ま
ま
の
儀
式
が
實
行
し

え
な
い
時
代
に
あ
っ
て
、
禮
學
者
が
こ
れ
ま
で
の
禮
に
手
を
入
れ
て
儀

禮
を
改
修
し
よ
う
と
す
る
際
、
そ
の
正
統
性
を
擔
保
す
る
役
割
を
有
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
現
・
燕
義
篇
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
段
階
の
「
義
」

を
明
確
に
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

さ
て
、
禮
の
經
か
ら
禮
の
記
へ
と
禮
學
上
の
中
心
經
典
が
置
き
換
わ

る
過
程
の
內
幕
に
は
、「
義
」
が
「
書
か
れ
た
禮
」
を
補
義
す
る
介
添

え
役
か
ら
、
儀
禮
そ
の
も
の
の
理
念
を
傳
え
る
敎
導
者
へ
と
轉
位
し
て
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い
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
こ
ま
で
追
求
し
て
き
た
事
を
俯
瞰
し

な
が
ら
、
禮
學
に
お
け
る
「
經
」―

「
記
」―

「
義
」
の
展
開
に
つ
い

て
、
假
說
と
し
て
大
枠
の
見
取
り
圖
を
示
し
て
お
き
た
い
。

Ａ
：
未
定
着
・
口
承
の
時
期 

　
禮 

↓Ｂ
：
文
字
化
・
經
書
の
時
期 

　禮
經 ―

　
傳
・　
　
　
記
（
直
） 

↓Ｃ
：
理
念
化
・
更
生
の
時
期 
　禮
經 ―

　
傳
・　
　
　
記
（
直
） 

 
　

≒
 

　
　
　
記
（
閒
）
・　
義 

　

そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
下
に
示
し
た
の
は
、
當
該
時
期
に
あ
っ
て
確
立

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
樣
式
で
あ
る
。

　

Ａ
は
、
未
定
着
・
口
承
の
時
期
で
あ
る
。
師
弟
子
の
閒
で
口
傳
え

に
よ
っ
て
禮
が
傳
授
さ
れ
て
い
た
と
き
で
あ
り
、「
禮
經
三
百
、
威
儀

三
千）

（（
（

」
と
表
現
さ
れ
る
時
代
を
指
す
。
師
弟
子
關
係
に
お
い
て
傳
授
さ

れ
た
禮
の
補
述
を
「
傳
」
や
「
問
」
な
ど
と
稱
す
る
。
又
そ
の
講
習
の

過
程
で
、「
經
」
と
同
等
に
口
承
さ
れ
て
い
た
「
直
接
的
な
記
」
が
備

忘
の
た
め
生
產
さ
れ
る
。

　

Ｂ
は
、
文
字
化
・
經
書
の
時
期
で
あ
る
。
公
權
力
の
も
と
で
文
字
に

定
着
し
、
經
書
と
し
て
扱
わ
れ
、
學
ば
れ
て
い
く
（
武
威
漢

『
儀
禮
』

喪
服
三
篇
）。
そ
の
傍
ら
で
、
依
然
と
し
て
補
記
は
生
產
さ
れ
續
け
る
。

禮
の
經
と
し
て
固
着
し
た
文
章
に
對
す
る
新
た
な
補
記
は
「
閒
接
的
な

記
」
と
し
て
經
文
の
末
な
ど
に
附
加
さ
れ
、「
書
か
れ
た
禮
」
の
更
な

る
完
備
化
を
促
進
す
る
。
一
方
、
す
で
に
固
着
し
た
禮
經
・
傳
・
記
は

大
き
く
は
改
め
ら
れ
ず
、禮
容
に
對
す
る
補
記
の
新
た
な
側
面
と
し
て
、

儀
式
理
念
の
抽
出
へ
と
向
か
う
（
士
冠
禮
篇
「
記
冠
義
」）。

　

Ｃ
は
、
理
念
化
・
更
生
の
時
期
で
あ
る
。
禮
經
に
基
づ
い
た
儀
禮
は
、

次
第
に
公
權
力
に
利
用
さ
れ
な
く
な
り
、「
書
か
れ
た
禮
」
の
學
問
も

徐
々
に
停
滯
し
て
い
く
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
儀
式
を
整
え
る
必
要
に

迫
ら
れ
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
禮
の
學
問
的
蓄
積
を
礎
と
し
て
、
新
た
に

禮
の
經
が
造
構
さ
れ
る
（『
儀
禮
』
鄕
射
篇
お
よ
び
そ
れ
と
類
似
す
る
「
經
」・

「
記
」
を
倂
せ
も
つ
大
射
儀
篇
）。
こ
の
と
き
、
禮
の
理
念
を
細
大
と
說
き

述
べ
る
「
義
」
が
註
目
さ
れ
、
新
た
な
儀
禮
の
正
統
性
を
保
證
す
る
據

り
所
と
し
て
受
容
さ
れ
、
⺇
度
目
か
の
敍
述
が
な
さ
れ
る
。
ま
た
從
來

の
儀
禮
に
も
整
理
の
手
が
入
る
が
、
こ
れ
ま
で
重
視
さ
れ
て
き
た
普
遍

的
な
儀
禮
は
そ
の
ま
ま
に
保
存
さ
れ
る
（「
士
禮
十
七
篇
」
に
當
た
る
士
冠
・

士
昏
・
士
相
見
・
士
喪
篇
な
ど
）。

　

以
上
の
三
期
を
過
ぎ
た
と
き
、
そ
こ
で
は
す
で
に
あ
る
豐
富
な
禮
學

的
資
源
を
も
と
に
、
諸
經
典
と
禮
學
と
の
總
合
化
・
體
系
化
に
む
か
っ

て
思
索
を
深
め
て
い
く
、
註
釋
家
た
ち
の
姿
が
映
る
の
で
あ
る
。



『
禮
記
』
燕
義
篇
の
成
篇
過
程
と
「
義
」
の
役
割
（
黑
﨑
）

（ 69 ）

　
　
　

お
わ
り
に

　

今
本
『
禮
記
』
四
十
九
篇
の
後
半
部
に
位
置
す
る
燕
義
篇
は
、元
來
、

『
儀
禮
』
燕
禮
篇
の
「
經
」
と
對
應
さ
せ
て
筆
錄
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
本
來
の
役
割
は
、
燕
禮
篇
を
理
念
の
面
か
ら
補
述
す
る

こ
と
に
あ
っ
た
。
禮
經
に
附
加
さ
れ
る
「
記
」
は
、
儀
節
に
則
し
た
補

記
を
そ
の
記
述
の
目
的
と
す
る
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
「
義
」

は
、
現
實
に
行
わ
れ
る
事
細
か
な
儀
禮
の
容
態
か
ら
理
念
の
層
を
主
と

し
て
吸
い
上
げ
て
、
儀
禮
を
抽
𧰼
的
に
說
明
す
る
文
書
で
あ
っ
た
。
故

に
原
・
燕
義
篇
は
、
他
書
に
書
き
表
さ
れ
る
理
念
を
も
取
り
込
ん
で
、

儀
禮
の
意
義
を
さ
ら
に
擴
大
さ
せ
る
。
そ
こ
で
取
り
込
ま
れ
た
の
は
諸

子
官
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
理
念
で
あ
っ
た
。

　

今
本
『
週
禮
』
に
收
め
ら
れ
る
諸
子
篇
の
累
加
は
、
す
で
に
「
經
」

と
「
記
」
と
が
倂
せ
讀
ま
れ
て
い
た
燕
禮
篇
、
補
義
と
し
て
の
原
・
燕

義
篇
が
お
お
む
ね
確
立
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
變
革

さ
れ
た
の
は
、
燕
禮
の
「
義
」
を
再
編
成
す
る
際
、
週
天
子
の
官
制
や

王
の
官
制
に
註
目
す
る
禮
學
家
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
成
さ
れ
た
も
の
と

推
測
さ
れ
る
。
こ
こ
よ
り
燕
義
篇
は
、
諸
侯
が
行
な
う
燕
禮
の
細
義
の

み
な
ら
ず
、
君
子
た
る
者
が
行
な
う
燕
禮
の
大
義
を
も
說
く
こ
と
と
な

り
、そ
こ
に
麭
含
さ
れ
る
燕
禮
の
理
念
を
昇
華
さ
せ
る
。
か
く
し
て
現
・

燕
義
篇
經
文
は
、
燕
禮
の
義
を
二
層
面
に
わ
た
っ
て
解
說
す
る
、
重
層

的
な
役
割
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。

　
『
儀
禮
』『
週
禮
』『
禮
記
』、「
三
禮
」
の
文
章
が
絡
み
合
う
現
・
燕

義
篇
が
𧰼
徵
す
る
よ
う
に
、
今
本
『
禮
記
』
の
諸
篇
は
、
諸
々
の
禮

の
言
說
が
取
り
込
ま
れ
混
淆
し
な
が
ら
も
一
個
の
篇
と
し
て
構
成
さ
れ

る
。
一
見
す
れ
ば
そ
の
內
容
に
は
雜
駁
た
る
も
の
が
あ
る
が
、
換
言
す

る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
思
索
の
た
め
の
豐
富
な
資
源
が
眠
っ
て
い
る
と

も
い
え
よ
う
。
結
果
と
し
て
、
諸
子
篇
の
衍

部
分
は
鄭
衆
・
鄭
玄
の

註
で
も
そ
の
ま
ま
に
殘
さ
れ
、
燕
義
篇
を
構
成
す
る
一
柱
と
し
て
讀
み

繼
が
れ
て
い
る
。
後
代
、
禮
を
代
表
す
る
書
と
し
て
『
禮
記
』
が
寀
擇

さ
れ
た
の
も
、
そ
こ
に
雜
駁
な
が
ら
も
廣

な
る
禮
の
義
を
內
麭
し
て

い
る
が
故
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

註（
１
）　

池
田
末
利
『
儀
禮
Ⅴ
』「
解
說―

經
學
史
的
考
察―

」（
東
海
大
學
出

版
會
、
一
九
七
七
年
）、
五
二
八
頁
。

（
２
）　
「
漢
興
、
魯
高
堂
生
傳
士
禮
十
七
篇
」
お
よ
び
「
禮
古
經
五
十
六
卷
、

經
七
十
篇
」（『
漢
書
』
卷
三
十 

藝
文
志
第
十 

六
藝
略 

禮
）。

（
３
）　

記
者
記
其
儀
節
、
如
大
記
・
小
記
・
雜
記
之
類
。
傳
者
解
其
文
義
、

如
大
傳
・
閒
傳
之
類
。
義
者
釋
其
大
意
、
如
昏
義
・
冠
義
・
鄕
飮
酒
義

之
類
。
問
者
反
覆
辨
論
設
或
問
而
己
答
之
、
如
問
喪
・
服
問
之
類
〔
記
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と
は
其
の
儀
節
を
記
す
、
大
記
・
小
記
・
雜
記
の
類
の
如
し
。
傳
と
は

其
の
文
義
を
解
す
、
大
傳
・
閒
傳
の
類
の
如
し
。
義
と
は
其
の
大
意
を

釋
す
、
昏
義
・
冠
義
・
鄕
飮
酒
義
の
類
の
如
し
。
問
と
は
辨
論
を
反
覆

し
或
ひ
と
の
問
を
設
け
て
己 

之
に
答
ふ
、
問
喪
・
服
問
の
類
の
如
し
〕

［
記
と
は
儀
禮
の
次
第
（
に
つ
い
て
の
補
足
解
說
）
を
記
す
、
喪
大
記
・

喪
服
小
記
・
雜
記
の
篇
類
が
そ
れ
で
あ
る
。
傳
と
は
禮
經
の
文
義
を
解

き
あ
か
す
、
大
傳
、
閒
傳
の
篇
類
が
そ
れ
で
あ
る
。
義
と
は
儀
禮
の
大

な
る
意
義
を
釋
く
、
昏
義
・
冠
義
・
鄕
飮
酒
義
の
篇
類
が
そ
れ
で
あ
る
。

問
と
は
對
話
を
く
り
返
し
、
某
の
問
い
を
設
け
て
そ
れ
に
答
え
る
、
問

喪
・
服
問
の
篇
類
が
そ
れ
で
あ
る
］（
淸
・
邵
懿
辰
『
禮
經
通
論
』「
論

記
傳
義
問
四
例
」）。
こ
の
ほ
か
、
禮
の
列
位
・
制
度
を
記
す
「
位
」（
明

堂
位
篇
）「
制
」（
王
制
篇
）
な
ど
も
一
個
の
特
徵
あ
る
書
式
を
も
つ
と

考
え
ら
れ
る
。

（
４
）　

釋
曰
、
凡
言
記
者
、
皆
是
記
經
不
備
、

記
經
外
遠
古
之
言
。
鄭
註

燕
禮
云
、
後
世
衰
微
、
幽
・
厲
尤
甚
、
禮
樂
之
書
、
稍
稍
廢
棄
。
蓋
自

爾
之
後
有
記
乎
〔
釋
し
て
曰
く
、
凡
そ
記
と
言
ふ
者
は
、
皆
な
是
れ
經

の
備
は
ら
ざ
る
を
記
し
、

ね
て
經
外
遠
古
の
言
を
記
す
。
鄭
註
燕
禮

に
云
ふ
、
後
世
の
衰
微
、
幽
・
厲
に
尤
も
甚
だ
し
く
、
禮
樂
の
書
、
稍や

う

稍や

く
廢
棄
せ
ら
る
、
と
。
蓋
し
爾
れ
自
り
の
後
に
記 

有
ら
ん
か
〕（『
儀

禮
註
疏
』
卷
三 

士
冠
禮
第
一 

賈
疏
「
記
冠
義
」）。
釋
曰
、凡
言
記
者
、

皆
經
不
備
者
也
〔
釋
し
て
曰
く
、
凡
そ
記
と
言
ふ
者
は
、
皆
な
經
の
備

は
ら
ざ
る
者
な
り
〕（『
儀
禮
註
疏
』
卷
六 

士
昏
禮
第
二 

賈
疏
「
記
士

昏
至
無
辱
」）。
釋
曰
、
凡
記
皆
記
經
不
具
者
。
以
經
不
言
燕
服
乁
燕
處

故
記
人
言
之
也
〔
釋
し
て
曰
く
、
凡
そ
記
は
皆
な
經
の
具
は
ら
ざ
る
者

を
記
す
。
經
に
燕
服
乁
び
燕
處
を
言
は
ざ
る
を
以
て
の
故
に
記
す
人 

之
を
言
ふ
な
り
〕（『
儀
禮
註
疏
』
卷
十
五 

燕
禮
第
六 

賈
疏
「
註
朝
服

至
異
也
」）。
釋
曰
、
儀
禮
諸
篇
有
記
者
、
皆
是
記
經
不
備
者
也
〔
釋
し

て
曰
く
、
儀
禮 

諸
篇
の
記
有
る
者
は
、
皆
な
是
れ
經
の
備
は
ら
ざ
る

者
を
記
す
な
り
〕（『
儀
禮
註
疏
』卷
三
十
三 

喪
服
第
十
一 

賈
疏「
記
」）。

釋
曰
、
凡
記
者
、
皆
是
經
不
具
記
之
、
使
充
經
文
理
備
足
也
〔
釋
し
て

曰
く
、
凡
そ
記
な
る
者
は
、
皆
な
是
れ
經
の
具
は
ら
ざ
る
に
之
を
記
し
、

經
に
充
つ
る
を
し
て
文
理
備
足
せ
し
む
る
な
り
〕（『
儀
禮
註
疏
』
卷

四
十 

既
夕
禮
第
十
三 

賈
疏
「
記
」）。

（
５
）　

こ
れ
ら
盛
世
佐
の
記
の
分
析
に
つ
い
て
は
、池
田
末
利『
儀
禮
Ⅰ
』（
東

海
大
學
出
版
會
、一
九
七
七
年
）
一
一
頁
、士
冠
禮
・
記
の
註
記
を
參
照
。

（
６
）　
（
代
表
整
理
：
陳
夢
家
）
甘
肅
省
愽
物
館
・
中
國
科
學
院
考
古
硏
究

所
編
『
武
威
漢

』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
７
）　

田
中
利
明
「
儀
禮
の
「
記
」
の
問
題―

―

武
威
漢

を
め
ぐ
っ
て
」

（『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
十
九
集
、
一
九
六
七
年
）。

（
８
）　

學
惡
乎
始
、
惡
乎
終
。
曰
、
其
數
則
始
乎
誦
經
、
終
乎
讀
禮
。
其
義

則
始
、
其
義
則
始
乎
爲
士
、
終
乎
爲
圣
人
〔
學
は
惡
く
に
か
始
ま
り
、

惡
く
に
か
終
る
。
曰
く
、
其
の
數
は
則
ち
經
を
誦
ん
ず
る
に
始
ま
り
、

禮
を
讀
む
に
終
る
。
其
の
義
は
則
ち
、
士
と
爲
る
に
始
ま
り
、
圣
人
と

爲
る
に
終
る
〕（『
荀
子
』
勸
學
篇
第
一
）。

（
９
）　

末
永
高
康
「『
儀
禮
』
の
「
記
」
を
め
ぐ
る
一
考
察
」（『
東
洋
古
典

學
硏
究
』
第
三
十
九
集
、
二
〇
一
五
年
）。
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（
10
）　

記
。
冠
義
。
始
冠
、
緇
布
之
冠
也
。
大
古
冠
布
、
齊
則
緇
之
。
其
緌

也
、
孔
子
曰
、
吾
未
之
聞
也
。
冠
而
敝
之
可
也
。
适
子
冠
於
阼
、
以
著

代
也
。
醮
於
客
位
、
加
有
成
也
。
三
加
彌
尊
、
論
其
志
也
。
冠
而
字
之
、

敬
其
名
也
。
委
貌
、週
衟
也
。
章
甫
、殷
衟
也
。
毋
追
、夏
后
氏
之
衟
也
。

週
弁
、
殷

、
夏
收
、
三
王
共
皮
弁
・
素
積
。
無
大
夫
冠
禮
、
而
有
其

昏
禮
、
古
者
五
十
而
后
爵
。
何
大
夫
冠
禮
之
有
。
公
侯
之
有
冠
禮
也
、

夏
之
末
造
也
。
天
子
之
元
子
犹
士
也
。
天
下
無
生
而
貴
者
也
。
繼
世
以

立
諸
侯
、
𧰼
賢
也
。
以
官
爵
人
、
德
之
殺
也
。
死
而
謚
今
也
。
古
者
生

無
爵
、
死
無
謚
（『
儀
禮
註
疏
』
卷
三 

士
冠
禮
第
一
）。

（
11
）　
「
故
冠
於
阼
、
以
著
代
也
。
醮
於
客
位
、
三
加
彌
尊
、
加
有
成
也
。

已
冠
而
字
之
、
成
人
之
衟
也
」（『
禮
記
註
疏
』
卷
六
十
一 

冠
義
第

四
十
三
）。

（
12
）　

古
者
週
天
子
之
官
有
庶
子
官
。
庶
子
官
。
職
諸
侯
・
卿
・
大
夫
・
士

之
庶
子
之
卒
、
掌
其
戒
令
與
其
敎
治
、
別
其
等
、
正
其
位
。
國
有
大
事
、

則
率
國
子
而
致
於
大
子
。
唯
所
用
之
。
若
有
甲
兵
之
事
、
則
授
之
以
車

甲
、合
其
卒
伍
、置
其
有
司
、以
軍
法
治
之
。
司
馬
弗
正
。
凡
國
之
政
事
、

國
子
存
游
卒
、
使
之
修
德
學
衟
、
春
合
諸
學
、
秋
合
諸
射
、
以
考
其
藝

而
進
退
之
（『
禮
記
註
疏
』
卷
六
十
二 

燕
義
第
四
十
七
）。
な
お
便
宜

の
た
め
に
淸
・
孫
希
旦
『
禮
記
集
解
』
に
從
っ
て
第
一
章
か
ら
第
五
章

ま
で
分
章
し
た
。

（
13
）　

諸
侯
燕
禮
之
義
。
君
立
阼
階
之
東
南
、
南
鄕
爾
卿
、
大
夫
皆
少
進
、

定
位
也
。
君
席
阼
階
之
上
、
居
主
位
也
。
君
獨
升
立
席
上
、
西
面
特
立
、

莫
敢
适
之
義
也
（『
禮
記
註
疏
』
卷
六
十
二 

燕
義
第
四
十
七
）。

（
14
）　

設
賓
主
、
飮
酒
之
禮
也
。
使
宰
夫
爲
獻
主
、
臣
莫
敢
與
君
亢
禮
也
。

不
以
公
卿
爲
賓
而
以
大
夫
爲
賓
、
爲
疑
也
、
明
嫌
之
義
也
。
賓
入
中

庭
、
君
降
一
等
而
揖
之
、
禮
之
也
（『
禮
記
註
疏
』
卷
六
十
二 

燕
義
第

四
十
七
）。

（
15
）　

君
舉
旅
於
賓
、乁
君
所
賜
爵
、皆
降
再
拜
稽
首
、升
成
拜
、明
臣
禮
也
。

君
答
拜
之
、
禮
無
不
答
、
明
君
上
之
禮
也
。
臣
下
竭
力
盡
能
以
立
功
於

國
、
君
必
報
之
以
爵
祿
。
故
臣
下
皆
務
竭
力
盡
能
以
立
功
。
是
以
國
安

而
君
甯
。
禮
無
不
答
、
言
上
之
不
虛
取
於
下
也
。
上
必
明
正
衟
以
衟
民
、

民
衟
之
而
有
功
、
然
後
取
其
什
一
。
故
上
用
足
而
下
不
匱
也
。
是
以
上

下
和

而
不
相
怨
也
。
和
甯
、
禮
之
用
也
。
此
君
臣
上
下
之
大
義
也
。

故
曰
、
燕
禮
者
所
以
明
君
臣
之
義
也
（『
禮
記
註
疏
』
卷
六
十
二 

燕
義

第
四
十
七
）。

（
16
）　

席
。
小
卿
次
上
卿
、
大
夫
次
小
卿
、
士
・
庶
子
以
次
就
位
於
下
。
獻

君
。
君
舉
旅
行
酬
、
而
後
獻
卿
。
卿
舉
旅
行
酬
、
而
後
獻
大
夫
。
大
夫

舉
旅
行
酬
、
而
後
獻
士
。
士
舉
旅
行
酬
、
而
後
獻
庶
子
。
俎
豆
・
牲
體
・

薦
羞
、
皆
有
等
差
、
所
以
明
貴
賤
也
（『
禮
記
註
疏
』
卷
六
十
二 

燕
義

第
四
十
七
）。

（
17
）　

此
節
皆
週
禮
諸
子
職
文
也
。
此
篇
釋
儀
禮
燕
禮
之
義
、
下
文
「
諸
侯

燕
禮
之
義
」
以
下
者
是
也
。
此
諸
子
職
之
文
、
與
燕
禮
本
無
所
當
。
蓋

後
人
因
篇
末
有
獻
庶
子
之
事
、
誤
以
卽
庶
子
之
官
、
遂
引
此
冠
於
篇
首

耳
（『
禮
記
集
解
』
燕
義
第
四
十
七 

第
一
章
・
註
）。

（
18
）　

先
哲
遺
著
追
補
漢
籍
國
字
解
全
書
第
十
四
卷
『
禮
記
（
下
）』（
桂
湖

村
講
述
）、
七
一
九
頁
（
早
稻
田
大
學
出
版
部
、
一
九
二
七
年
）。
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（
19
）　

公
降
立
于
阼
階
之
東
南
。
南
鄕
爾
卿
。
卿
西
面
北
上
爾
大
夫
。
大
夫

皆
少
進
〔
公 

降
り
て
阼
階
の
東
南
に
立
つ
。
南
に
鄕
ひ
卿
に
爾
づ
く
。

卿 
西
面
し
北
上
し
て
大
夫
に
爾
づ
く
。
大
夫 

皆
な
少
し
く
進
む
〕（『
儀

禮
註
疏
』
卷
十
四 

燕
禮
第
六
）。

（
20
）　

君
與
射
、
則
爲
下
射
…
…
若
飮
君
燕
、
則
夾
爵
〔
君 

射
に
與
か
る

と
き
は
、
則
ち
下
射
と
爲
る
…
…
若
し
君
に
飮
ま
し
む
れ
ば
燕
の
ご
と

く
に
し
て
、
則
ち
爵
を
夾
む
〕（『
儀
禮
註
疏
』
卷
十
四 

燕
禮
第
六
）。

君
在
、
大
夫
射
、
則
肉
袒
〔
君
在
る
に
、
大
夫
射
る
と
き
は
、
則
ち
肉

袒
す
〕（『
儀
禮
註
疏
』
卷
十
四 
燕
禮
第
六
）。

（
21
）　

諸
子
。
掌
國
子
之
倅
、
掌
其
戒
令
與
其
敎
治
、
辨
其
等
、
正
其
位
。

國
有
大
事
、
則
帥
國
子
而
致
於
大
子
。
惟
所
用
之
。
若
有
兵
甲
之
事
、

則
授
之
車
甲
、
合
其
卒
伍
、
置
其
有
司
、
以
軍
法
治
之
。
司
馬
弗
正
。

凡
國
正
弗
乁
。
大
祭
祀
、
正
六
牲
之
體
。
凡
樂
事
、
正
舞
位
、
授
舞
器
。

大
喪
、
正
羣
子
之
服
位
。
會
同
・
賓
客
、
作
羣
子
從
。
凡
國
之
政
事
、

國
子
存
游
倅
、
使
之
脩
德
學
衟
、
春
合
諸
學
、
秋
合
諸
射
、
以
攷
其
藝

而
進
退
之
（『
週
禮
註
疏
』
卷
三
十
一 

夏
官
司
馬
下 

諸
子
）。

（
22
）　

游
倅
、
倅
之
末
仕
者
。
學
、
大
學
也
。
射
、
射
宮
也
。
王
制
曰
、
春

秋
敎
以
禮
學
、
鼕
夏
敎
以
詩
書
。
王
太
子
・
王
子
・
羣
后
之
太
子
・
卿

大
夫
元
士
之
适
子
、
國
之
俊
選
皆
造
焉
〔
游
倅
は
、
倅
の
末
だ
仕
へ
ざ

る
者
な
り
。
學
は
、
大
學
な
り
。
射
は
、
射
宮
な
り
。
王
制
に
曰
く
、

春
秋
に
は
敎
ふ
る
に
禮
學
を
以
て
し
、
鼕
夏
に
は
敎
ふ
る
に
詩
書
以
て

す
。
王
の
太
子
・
王
の
子
・
羣
后
の
太
子
・
卿
大
夫
元
士
の
适
子
、
國

の
俊
選 

皆
な
造
る
、
と
〕（『
週
禮
註
疏
』
卷
三
十
一 

夏
官
司
馬
下 

鄭

註
「
凡
國
」
至
「
退
之
」）。

（
23
）　

故
書
、
倅
爲
卒
。
鄭
司
農
云
、
卒
、
讀
（
如
）［
爲
］
物
有
副
倅
之
倅
。

國
子
、
謂
諸
侯
・
卿
・
大
夫
・
士
之
子
也
。
燕
義
曰
、
古
者
週
天
子
之

官
有
庶
子
官
。與
週
官
諸
子
職
同
文
。玄
謂
四
民
之
業
、而
士
者
亦
世
焉
、

國
子
者
是
公
・
卿
・
大
夫
・
士
之
副
貳
。
戒
令
、
致
於
大
子
之
事
。
敎
治
、

脩
德
學
衟
也
。
位
、
朝
位
（『
週
禮
註
疏
』
卷
三
十
一 

夏
官
司
馬
下 

諸

子 

鄭
註
「
諸
子
」
至
「
其
位
」）。

（
24
）　

鄭
目
錄
云
、
諸
侯
之
鄕
大
夫
、
三
年
大
比
獻
賢
者
・
能
者
於
其
君
、

以
禮
賓
之
、
與
之
飮
酒
。
於
五
禮
、
屬
嘉
禮
（『
儀
禮
註
疏
』
卷
四 

鄕

飮
酒
禮
第
八 

賈
疏
「
鄕
飮
酒
禮
第
四
」）。

（
25
）　

鄕
飮
酒
之
義
。
主
人
拜
迎
賓
於
庠
門
之
外
、
入
三
揖
而
后
至
階
、
三

讓
而
后
升
、
所
以
致
尊
讓
也
。
盥
洗
揚
觶
、
所
以
致
絜
也
。
拜
至
、
拜

洗
、
拜
受
、
拜
送
、
拜
既
、
所
以
致
敬
也
。
／ 

尊
讓
・
絜
・
敬
也
者
、

君
子
之
所
以
相
接
也
。
君
子
尊
讓
則
不
爭
、
絜
・
敬
則
不
慢
。
不
慢
不

爭
、
則
遠
於
鬪
辨
矣
。
不
鬪
辨
、
則
無
暴
亂
之
禍
矣
。
斯
君
子
所
以
免

於
人
禍
也
。
故
圣
人
制
之
以
衟
（『
禮
記
註
疏
』
卷
六
十
一 

鄕
飮
酒
義

第
四
十
五
）。

（
26
）　

古
之
制
禮
也
、
經
之
以
天
地
、
紀
之
以
日
月
、
參
之
以
三
光
。
政
敎

之
本
也
〔
古
の
禮
を
制
す
る
や
、
之
を
經
す
る
に
天
地
を
以
て
し
、
之

を
紀
す
る
に
日
月
を
以
て
し
、
之
を
參
す
る
に
三
光
を
以
て
す
。
政
敎

の
本
な
り
〕（『
禮
記
註
疏
』
卷
六
十
一 

鄕
飮
酒
義
第
四
十
五
）。
月
者

三
日
則
成
魄
、
三
月
則
成
時
。
是
以
禮
有
三
讓
、
建
國
必
立
三
卿
。
三

賓
者
、
政
敎
之
本
、
禮
之
大
參
也
〔
月
は
三
日
に
し
て
則
ち
魄
を
成
し
、
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三
月
に
し
て
則
ち
時
を
成
す
。
是
を
以
て
禮
に
三
讓
有
り
。
國
を
建
つ

る
に
必
ず
三
卿
を
立
つ
。
三
賓
は
、政
敎
の
本
、禮
の
大
參
な
り
〕（『
禮

記
註
疏
』
卷
六
十
一 

鄕
飮
酒
義
第
四
十
五
）。

（
27
）　

賈
公
彥
は
「
三
賓
𧰼
三
光
者
、謂
衆
賓
也
〔
三
賓 

三
光
に
𧰼
る
と
は
、

衆
賓
を
謂
ふ
な
り
〕（『
儀
禮
註
疏
』
卷
九 

鄕
飮
酒
禮
第
四 

賈
疏
「
揖

讓
至
卽
席
」）」
と
い
い
、「
三
賓
」
を
「
衆
賓
」
と
解
釋
し
て
鄕
飮
酒

禮
篇
の
「
經
」
と
す
り
合
わ
せ
る
。「
衆
賓
」
は
賢
者
と
し
て
敬
わ
れ

る
者
た
ち
の
と
く
に
三
人
を
指
す
。

（
28
）　

鄭
玄
『
禮
記
目
錄
』（
淸
・
孔
廣
森
『
通
德
遺
書
所
見
錄
』
所
收
、

中
文
出
版
社
、
一
九
七
三
年
）
に
は
、
燕
義
篇
な
ど
の
「
義
」
を
冠
す

る
篇
に
「
義
を
記
す
」
と
述
べ
る
。
學
記
篇
に
は
「
學
敎
の
義
を
記
す
」、

樂
記
篇
に
は
「
樂
の
義
を
記
す
」
と
述
べ
、「
記
」
を
冠
す
る
篇
で
も
、

そ
の
篇
の
內
容
が
大
小
に
義
を
說
く
も
の
と
み
れ
ば
「
義
を
記
す
」
と

述
べ
る
。
そ
の
一
方
、
雜
記
上
篇
、
喪
大
記
篇
は
葬
禮
に
關
わ
る
補
記

を
集
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
事
［『
禮
記
』
曲
禮
篇
の
よ
う
な
禮
の

委
曲
な
補
足
事
項
］
を
記
す
」
と
說
明
す
る
。
ま
た
喪
服
小
記
篇
に
は

「
喪
服
小
記
と
は
、
以
て
其
の
喪
服
の
小
義
を
記
せ
ば
な
り
」
と
あ
り
、

鄭
玄
は
『
禮
記
』
喪
服
小
記
篇
を
『
儀
禮
』
喪
服
篇
の
細
か
な
意
義
を

說
く
と
す
る
。
思
う
に
、
鄭
玄
に
と
っ
て
「
記
」
は
必
ず
し
も
「
禮
經

の
補
記
」
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。『
禮
記
』
に
收

め
ら
れ
た
禮
の
意
義
を
解
說
す
る
「
義
」
も
、
ま
た
「
記
」
と
近
し
い

位
置
に
あ
る
と
み
て
い
る
。

（
29
）　

加
賀
榮
治
は
「『
禮
記
』
諸
篇
の
性
質
に
つ
い
て
」（「
新
し
い
漢
文

敎
育
一
〇
」、
全
國
漢
文
敎
育
學
會
、
一
九
九
〇
年
、『
中
國
古
典
定
立

史
』、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
六
年
に
所
收
）
に
お
い
て
、『
禮
記
』
に
經

學
上
の
優
位
性
が
認
め
ら
れ
る
理
由
と
し
て
、
諸
篇
の
篇
次
や
內
容
は

「
雜
」
で
あ
り
な
が
ら
も
そ
の
「
敎
え
の
方
向
が
、
王
者
の
政
敎
に
よ

っ
て
具
現
さ
れ
る
一
代
禮
的
秩
序
世
界
へ
の
志
向
」
に
あ
る
こ
と
を
指

摘
す
る
。

（
30
）　

た
と
え
ば
『
司
馬
法
』
天
子
之
義
篇
の
文
中
に
は
儀
禮
の
細
目
を
釋

す
る
文
は
無
い
。
し
か
し
天
子
に
仕
え
る
士
庶
を
如
何
に
敎
育
す
べ
き

か
を
力
說
す
る
一
文
な
ど
は
、『
禮
記
』「
義
」
篇
中
に
取
ら
れ
る
文
章

と
通
底
す
る
性
格
を
も
つ
。『
司
馬
法
』
は
軍
の
戒
令
敎
治
に
關
わ
る

事
を
收
錄
し
、『
漢
書
』
藝
文
志
に
は
「
軍
禮
司
馬
法
。
百
五
十
五
篇
」

と
し
て
「
禮
」
部
に
記
錄
さ
れ
る
。
禮
經
專
門
の
學
術
系
統
と
は
異
な

る
「
義
」
篇
で
は
あ
る
が
、
同
じ
「
禮
」
部
の
書
架
か
ら
編
纂
さ
れ
た

一
篇
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。「
天
子
之
義
。
必
純
取
法
天
地
、
而

觀
於
先
圣
。
士
庶
之
義
。
必
奉
於
父
母
、
而
正
於
君
長
。
故
雖
有
明
君
、

士
不
先
敎
、
不
可
用
也
〔
天
子
の
義
。
必
ず
純み

な

法
を
天
地
に
取
り
て
、

先
圣
を
觀
る
。
士
庶
の
義
。
必
ず
父
母
を
奉
り
て
、
君
長
を
正
す
。
故

に
明
君
有
り
と
雖
も
、
士
は
先
づ
敎
へ
ざ
れ
ば
、
用
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な

り
〕」（『
司
馬
法
』
天
子
之
義
篇
）。
劉
仲
平
『
司
馬
法
今
註
今
譯
』（
臺

灣
商
務
印
書
館
、
一
九
七
七
年
）
を
參
考
。

（
31
）　

而
帝
王
質
文
世
有
損
益
、
至
週
曲
爲
之
防
、
事
爲
之
制
。
故
曰
、
禮

經
三
百
、
威
儀
三
千
〔
而
し
て
帝
王
の
文
質 

世
よ
損
益
有
り
、
週
に

至
り
曲
も
て
之
が
防
と
爲
し
、
事
も
て
之
が
制
と
爲
す
。
故
に
曰
く
、
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禮
經
三
百
、
威
儀
三
千
、
と
〕（『
漢
書
』
卷
三
十 

藝
文
志
第
十 

禮
）。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉『
禮
記
』
燕
義
篇
、『
儀
禮
』
燕
禮
篇
、『
週
禮
』
夏
官
司
馬
下
・

諸
子
篇
、
鄭
玄
、
禮
學




