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玄
酒
小
考

末
永

高
康

『
儀
礼
』
『
礼
記
』
の
二
書
に
は
し
ば
し
ば
「
玄
酒
」
の
二
文
字
が
登
場
す

る
。
鄭
玄
が
『
儀
礼
』
士
冠
礼
に
「
玄
酒
は
、
新
水
な
り
」
（3-2a2

）
と
注

(1)

す
る
よ
う
に
、
「
酒
」
と
は
呼
ば
れ
て
も
、
酒
で
は
な
く
水
の
こ
と
で
あ
る
。

同
じ
部
分
の
注
で
鄭
玄
が
「
今
用
ひ
ず
と
雖
も
、
猶
ほ
之
を
設
く
る
は
、
古
を

忘
れ
ざ
る
な
り
」
と
言
う
よ
う
に
、
『
儀
礼
』
に
は
し
ば
し
ば
登
場
し
て
も
、

こ
れ
が
実
際
の
儀
礼
の
な
か
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
基
本
的
に
な
い
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
こ
れ
が
虚
設
さ
れ
る
の
は
、
「
古
を
忘
れ
ざ
る
」
が
た
め
で
あ
る
と

さ
れ
る
。「
上
古
に
酒
無
し
、
水
を
用
て
酒
と
為
す
」（
『
儀
礼
』
士
昏
記
疏6-6b10

）
、
古
代
に
は
酒
が
な
く
て
、
酒
の
か
わ
り
に
水
を
用
い
て
い
た
こ
と
の
名

(2)残
で
、
こ
れ
を
残
し
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
い
時
代
の
こ
と
を
忘
れ
な
い
と

の
意
を
込
め
た
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。

太
古
に
酒
が
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
お
そ
ら
く
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
が
、

そ
も
そ
も
酒
が
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
酒
を
用
い
た
儀
礼
も
ま
た
存
在
し
な
か

っ
た
は
ず
で
、
当
然
、
何
か
で
も
っ
て
酒
の
代
用
と
す
る
と
い
う
発
想
も
存
在

し
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
『
儀
礼
』
に
お
い
て
「
玄
酒
」
が
虚
設
さ
れ
る
の

は
、
も
と
も
と
は
何
ら
か
の
用
途
を
持
っ
て
置
か
れ
て
い
た
水
が
、
後
に
そ
の

用
途
を
失
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
惰
性
で
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
。
こ
れ
に
「
玄
酒
」
の
雅
名
を
与
え
、
そ
こ
に
「
古
を
忘
れ
ざ
る
な
り
」

と
意
味
付
け
し
て
い
っ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
儒
者
の
作
為
に
よ
る
。

こ
こ
で
「
玄
酒
」
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
こ
の
儒
者
の
作
為
を
跡
付
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
礼
文
献
の
相
互
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
す
る
か
ら
で
あ
る
。

＊

＊

＊

ま
ず
、
次
の
『
礼
記
』
礼
運
篇21-12a

の
例
を
取
り
上
げ
た
い
。

故
玄
酒
在
室
、
醴
醆
在
戸
、
粢
醍
在
堂
、
澄
酒
在
下

。
(3)

だ
か
ら
玄
酒
は
室
に
置
き
、
醴
醆
は
戸
に
置
き
、
粢
醍
は
堂
に
置
き
、
澄
酒
は

堂
下
に
置
く
の
だ
。

こ
れ
と
よ
く
似
た
言
葉
が
『
礼
記
』
坊
記
篇51-19a

に

醴
酒
在
室
、
醍
酒
在
堂
、
澄
酒
在
下
、
示
民
不
淫
也
。

醴
酒
は
室
に
置
き
、
醍
酒
は
堂
に
置
き
、
澄
酒
は
堂
下
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

民
に
（
酒
の
味
に
）
淫
し
な
い
こ
と
を
示
し
た
の
だ
。

と
見
え
て
い
る
。
両
者
の
密
接
な
関
係
は
容
易
に
見
て
取
れ
る
が
、
坊
記
篇
に
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は
「
玄
酒
」
の
語
が
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
。
鄭
玄
は
礼
運
篇
に
注
し
て
（12a10

）
、

こ
こ
に
見
え
る
酒
を
『
周
礼
』
天
官
・
酒
正5-10a

の
「
五
斉
」
に
当
て
て
い

る
。
「
五
斉
」
と
は

一
曰
泛
齊
、
二
曰
醴
齊
、
三
曰
盎
齊
、
四
曰
醍
齊
、
五
曰
沈
齊
。
（
訳
は

省
略
）

の
こ
と
で
、
こ
の
順
に
味
が
濃
く
な
っ
て
い
く
。
鄭
玄
は
礼
運
篇
の
「
醴
」
を

「
醴
斉
」
、
「
醆
」
を
「
盎
斉
」
、
「
粢
醍
」
を
「
醍
斉
」

、
「
澄
酒
」
を
「
沈

(4)

斉
」
の
こ
と
と
解
し
て
い
る
。
他
方
、
坊
記
注
で
は
「
醴
酒
」
「
醍
酒
」
に
は

解
を
与
え
ず
「
澄
酒
、
清
酒
な
り
」19a10

と
「
澄
酒
」
に
の
み
解
を
与
え
て

い
て
、
一
見
す
る
と
、
『
周
礼
』
天
官
・
酒
正

5-11b

の
「
三
酒
」
中
の
「
清

酒
」
に
「
澄
酒
」
を
当
て
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
、
礼
運
疏21-13b7

引
く
『
鄭
志
』
で
は

田
瓊
疑
而
致
問
、
鄭
荅
之
云
、
禮
運
云
醴
醆
醍
澄
、
各
是
一
物
、
皆
不

言
酒
、
故
推
其
意
、
澄
爲
沈
齊
、
酒
爲
三
酒
。
坊
記
云
、
醴
也
醍
也
澄

也
、
皆
言
酒
、
故
因
注
云
、
澄
酒
、
清
酒
也
。
其
實
、
沈
齊
也
。

田
瓊
は
（
こ
の
解
釈
の
違
い
を
）
疑
っ
て
問
い
を
発
し
、
鄭
玄
が
こ
れ
に
荅

え
て
言
う
。
礼
運
篇
で
「
醴
」
「
醆
」
「
醍
」
「
澄
」
と
言
う
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ

一
つ
の
物
で
、
（
こ
の
篇
で
は
）
み
な
「
酒
」
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら

そ
の
意
を
推
し
は
か
っ
て
、
「
澄
」
を
「
沈
斉
」
、
「
酒
」
を
「
三
酒
」
と
解
し

た
の
だ
。
坊
記
篇
で
は
、
「
醴
」
も
「
醍
」
も
「
澄
」
も
、
み
な
「
酒
」
と
言

っ
て
い
る
。
だ
か
ら
（
こ
の
「
酒
」
字
に
）
因
ん
で
、
「
澄
酒
は
、
清
酒
で
あ

る
」
と
注
釈
し
た
の
だ
が
、
そ
の
実
は
、
「
沈
斉
」
な
の
だ
。

と
あ
り
、
坊
記
篇
の
「
澄
酒
」
も
ま
た
「
沈
斉
」
に
当
て
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
な
言
い
回
し
が
繰
り
返
さ
れ
る
な
か
で
、
「
醴
醆
」
だ
け
が
二
種
の

酒
と
な
る
の
は
奇
妙
で
あ
る
し
、
「
玄
酒
」
が
全
く
現
れ
な
い
『
周
礼
』
に
お

け
る
酒
類
の
記
述
を
も
っ
て
、
礼
運
等
の
篇
に
見
え
る
酒
類
を
解
釈
し
て
い
く

の
が
ど
れ
だ
け
妥
当
で
あ
る
の
か
疑
問
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
し
ば
ら
く
措
く
と

し
て
、
礼
運
篇
の
「
醴
醆
」
「
粢
醍
」
が
そ
れ
ぞ
れ
坊
記
篇
の
「
醴
酒
」
「
醍

酒
」
に
対
応
す
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

と
な
る
と
、
な
ぜ
坊
記
篇
に
「
玄
酒
」
が
見
え
な
い
の
か
が
問
題
と
な
っ

て
こ
よ
う
。
礼
運
篇
で
「
玄
酒
」
が
「
醴
醆
」
の
上
に
置
か
れ
る
の
は
、
も
ち

ろ
ん
「
醴
酒
を
之
れ
用
ひ
、
玄
酒
を
之
れ
尚
（
か
み
）
に
す
」
（
『
礼
記
』
礼

器
篇

24-5b

）
と
い
っ
た
、
太
古
の
よ
り
薄
い
酒
を
尊
ぶ
と
い
う
観
念
に
よ
る

も
の
で
あ
る
が
、
鄭
玄
が
坊
記
篇
に
注
し
て51-19a10

淫
猶
貪
也
。
…
三
酒
、
尚
質
不
尚
味
。

「
淫
」
と
は
「
貪
」
（
む
さ
ぼ
る
）
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
。
…
こ
の
三
酒
は
、

そ
の
質
素
な
る
を
尊
ぶ
の
で
あ
っ
て
酒
の
味
を
尊
ぶ
わ
け
で
は
な
い
。

と
言
う
よ
う
に
、
酒
の
味
に
淫
し
な
い
こ
と
を
民
に
示
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、

こ
の
「
玄
酒
」
を
こ
そ
第
一
に
取
り
上
げ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
坊
記
篇
に
「
玄
酒
」
へ
の
言
及
が
な
い
の
は
、
こ
の
篇
の
作
者
に
「
玄

酒
を
之
れ
尚
に
す
」
と
い
っ
た
観
念
が
無
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
少

な
く
と
も
、
礼
運
篇
の
表
現
か
ら
「
玄
酒
」
を
抜
き
去
っ
て
坊
記
篇
の
表
現
が

導
か
れ
た
と
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
。
坊
記
篇
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
た
と

こ
ろ
に
、
「
玄
酒
室
に
在
り
」
が
付
け
加
え
ら
れ
た
結
果
、
「
醴
酒
」
が
「
室
」

か
ら
追
い
出
さ
れ
て
、
「
醴
醆
戸
に
在
り
」
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

こ
の
「
玄
酒
」
の
有
無
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
篇
の
作
者
の
属
す
る
学
派
の
相

違
に
起
因
す
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
が
、
お
そ
ら
く
時
代
の
相
違
を
反
映
し
た
も
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の
で
あ
ろ
う
。
坊
記
篇
の
時
代
に
は
無
か
っ
た
「
玄
酒
を
之
れ
尚
に
す
」
と
い

う
観
念
が
、
礼
思
想
の
展
開
の
な
か
で
新
た
に
生
み
出
さ
れ
、
そ
の
延
長
上
に

礼
運
篇
が
位
置
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

上
に
引
い
た
「
玄
酒
」
へ
の
言
及
を
含
む
礼
運
篇
の
一
段
の
手
前
の
部
分

で
は
、
家
屋
も
な
く
煮
炊
き
も
し
な
い
上
古
の
時
代

、
火
の
使
用
を
知
り
さ

(5)

ま
ざ
ま
な
利
器
が
生
み
出
さ
れ
た
中
古
以
後
の
時
代
の
よ
う
す
が
語
ら
れ
、
そ

の
後
段
で
は
「
上
古
中
古
の
食
を
薦
む
る
」（
礼
運
注21-16b1

）
礼
で
あ
る
「
合

莫
」
（
こ
こ
に
は
ま
た
「
玄
酒
以
祭
」
の
句
が
含
ま
れ
て
い
る
）
と
、
「
今
世

の
食
を
薦
む
る
」
（
同
上
）
礼
で
あ
る
「
大
祥
」
が
語
ら
れ
て
い
て
、
礼
が
上

古
以
来
の
習
俗
を
あ
わ
せ
含
む
も
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
が
礼
器
篇24-5a

に
な
る
と
、

禮
也
者
、
反
本
修
古
、
不
忘
其
初
者
也
。

礼
と
は
、
そ
の
根
本
に
立
ち
返
り
古
の
こ
と
を
修
め
て
、
そ
の
最
初
の
状
態
を

忘
れ
な
い
も
の
な
の
だ
。

と
定
式
化
さ
れ
、
そ
の
一
例
と
し
て
「
醴
酒
を
之
れ
用
ひ
、
玄
酒
を
之
れ
尚
に

す
」
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
郊
特
牲
篇

26-12a
で
は
こ
こ
に
「
明
水
」

が
加
わ
っ
て
、

酒
醴
之
美
、
玄
酒
明
水
之
尚
、
貴
五
味
之
本
也
。

酒
醴
の
美
味
な
る
も
の
が
あ
り
な
が
ら
、
玄
酒
明
水
を
上
手
に
置
く
と
い
う

の
は
、
五
味
の
根
本
を
尊
ぶ
と
い
う
こ
と
だ
。

と
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
礼
運
、
礼
器
、
郊
特
牲
の
三
篇
を
「
本
来
連
続
し

た
も
の
」
と
考
え
る
の
は
武
内
義
雄
氏
で
あ
る
が

、
こ
れ
ら
を
も
と
一
体
で

(6)

あ
る
と
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
三
篇
が
思
想
的
に
関
係
の

深
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
読
し
て
明
ら
か
で
あ
る
し
、
上
の
「
玄
酒
」
の
例

に
も
そ
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
三
篇
を
記
す
に
至

っ
た
学
派
が
「
玄
酒
」
そ
れ
自
体
を
考
案
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

礼
器
篇
の
「
醴
酒
を
之
れ
用
ひ
、
玄
酒
を
之
れ
尚
に
す
」
に
続
く
の
は
「
割

刀
を
之
れ
用
ひ
、
鸞
刀
を
之
れ
貴
ぶ
」

で
あ
り
、
礼
運
篇
で
「
玄
酒
以
て
祭

、
、

(7)

る
」
に
続
く
の
は
「
其
の
血
毛
を
薦
む
」
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
両
篇
の
作

、
、

者
が
、
『
詩
』
小
雅
・
信
南
山13.2-20b

の

祭
以
清
酒
、
從
以
騂
牡
、
享
于
祖
考
。
執
其
鸞
刀
、
以
啓
其
毛
、
取
其

、
、

、
、

、

血
膋
。

、
（
祖
霊
を
）
祭
る
の
に
「
清
酒
」
を
用
い
、
そ
れ
か
ら
赤
毛
の
牡
牛
を
犠
牲

と
し
て
、
祖
霊
に
供
え
捧
げ
る
。
そ
の
「
鸞
刀
」
を
手
に
執
っ
て
、
犠
牲
の

「
毛
」
を
か
き
分
け
、
そ
の
「
血
」
と
脂
を
取
る
。

を
も
と
に
発
想
し
て
い
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
こ
に
見
え
る
「
清
酒
」

に
つ
い
て
鄭
箋20b7

は
「
清
」
と
「
酒
」
と
に
分
離
し
て
「
清
」
を
「
玄
酒
」

に
「
酒
」
を
「
鬱
鬯
、
五
斉
、
三
酒
」
に
当
て
て
お
り
、
こ
れ
が
正
し
い
の
で

あ
れ
ば
、「
玄
酒
」
の
観
念
が
こ
こ
に
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、

こ
の
鄭
箋
の
非
に
つ
い
て
は
、
馬
瑞
辰
『
毛
詩
伝
箋
通
釈
』
が
す
で
に
論
じ
て

い
る
。
馬
氏
の
言
う
よ
う
に
、
こ
の
「
清
酒
」
が
『
周
礼
』
天
官
・
酒
正5-11b

の
「
三
酒
」
の
な
か
で
鄭
司
農11b3

が
「
清
酒
は
、
祭
祀
の
酒
な
り
」
と
注

す
る
「
清
酒
」
に
当
た
る
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
馬
氏
が

（
清
酒
）
不
得
分
清
與
酒
爲
二
。
詩
蓋
舉
清
酒
以
該
衆
酒
。

（
清
酒
は
）
「
清
」
と
「
酒
」
の
二
つ
に
分
け
て
は
な
ら
な
い
。
『
詩
』
で
は

「
清
酒
」
を
挙
げ
て
も
ろ
も
ろ
の
酒
の
代
表
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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と
解
す
る
の
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
現
行
の
『
詩
』
で
他
に
「
清
酒
」

の
語
が
見
え
る
の
は
大
雅
・
旱
麓

16.3-9b

「
清
酒
既
に
載
せ
、
騂
牡
既
に
備

は
る
」
、
同
・
韓
奕18.4-6b

「
顕
父
之
に
餞
（
は
な
む
け
）
し
、
清
酒
百
壷
あ

り
」
の
二
か
所
の
み
で
、
後
者
は
明
ら
か
に
は
な
む
け
の
酒
で
あ
る
。
『
詩
』

に
は
も
と
よ
り
「
玄
酒
」
や
「
明
水
」
の
語
は
現
れ
ず
、
水
を
も
っ
て
最
上
の

酒
に
当
て
る
と
い
う
観
念
は
存
在
し
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
坊
記
篇
の
「
醴

酒
室
に
在
り
、
醍
酒
堂
に
在
り
、
澄
酒
下
に
在
り
」
に
は
す
で
に
、
よ
り
味
の

薄
い
酒
を
尊
ぶ
観
念
の
存
在
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
礼
運
篇
に
示
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
一
種
の
発
展
史
観
が
加
わ
っ
て
上
引
の
「
上
古
に
酒
無
し
、
水
を

用
て
酒
と
為
す
」
と
い
っ
た
考
え
が
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

つ
い
で
に
「
明
水
」
に
つ
い
て
触
れ
て
お
け
ば
、
両
戴
記
で
は
、
郊
特
牲

篇
に
計
四
か
所
見
え
る
外
は
、
明
堂
位
篇31-19a

に
「
夏
后
氏
は
明
水
を
尚

び
、
殷
は
醴
を
尚
び
、
周
は
酒
を
尚
ぶ
」
と
見
え
る
に
過
ぎ
な
い
。
郊
特
牲
篇

26-22b

「
斉
を
祭
る
に
明
水
を
加
ふ
」
の
鄭
注22b9
に
、

五
齊
加
明
水
、
則
三
酒
加
玄
酒
也
。

五
斉
に
明
水
を
加
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
三
酒
に
は
玄
酒
を
加
え
る
の
だ
。

と
言
う
よ
う
に
「
明
水
」
と
「
玄
酒
」
が
明
確
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
か
否

か
は
わ
か
ら
な
い
が
、「
玄
酒
」
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

経
典
類
で
は
他
に
『
周
礼
』
秋
官
・
司
烜
氏36-23a

に
、

掌
以
夫
遂
取
明
火
於
日
、
以
鑒
取
明
水
於
月
、
以
共
祭
祀
之
明
齍
明
燭
、

共
明
水
。

こ
の
官
職
は
、
陽
遂
を
使
用
し
て
太
陽
か
ら
明
火
を
取
り
、
鏡
を
使
用
し
て

月
光
か
ら
明
水
を
取
り
、
祭
祀
用
の
明
齍
・
明
燭
・
明
水
を
供
給
す
る

。
(8)

と
見
え
て
い
て
、
こ
の
「
明
水
」
「
明
火
」
を
結
合
し
た
「
明
水
火
」
の
語
が

春
官
・
大
祝

25-15a

、
秋
官
・
大
司
寇35-19a

に
見
え
て
い
る
。
た
だ
、
上

述
の
よ
う
に
『
周
礼
』
に
は
「
玄
酒
」
の
語
も
見
え
ず
、
水
を
以
て
酒
に
当
て

る
と
い
う
観
念
を
共
有
し
て
い
た
よ
う
に
も
見
え
な
い
か
ら
、
こ
の
「
明
水
」

は
酒
と
は
無
関
係
で
あ
ろ
う
。
鄭
玄
は
司
烜
氏
に
注
し
て
「
明
水
以
て
玄
酒
と

為
す
」
（23a7

）
と
言
い
、
こ
の
「
明
水
」
を
「
玄
酒
」
に
当
て
る
が
従
い
難

い
。
「
明
水
」
の
語
は
『
逸
周
書
』
克
殷
解
な
ど
に
も
見
え
て
い
て

神
聖
な

(9)

る
水
を
「
明
水
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
お
そ
ら
く
古
く
か
ら
あ
っ
て
、
こ
れ
が
ど
こ

か
で
「
玄
酒
」
と
交
錯
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
上
に
示
し
た
よ
う
に
礼
器
篇

の
「
玄
酒
」
が
郊
特
牲
篇
で
「
明
水
」
が
付
加
さ
れ
て
「
玄
酒
明
水
」
と
な
っ

て
い
る
の
は
、
両
篇
が
同
時
の
作
で
は
な
く
、
後
者
が
後
起
の
も
の
で
あ
る
こ

と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

話
を
「
玄
酒
」
に
も
ど
す
な
ら
ば
、
両
戴
記
で
は
他
に
樂
記
篇37-8a

に

是
故
樂
之
隆
、
非
極
音
也
。
食
饗
之
禮
、
非
致
味
也
。
清
廟
之
瑟
、
朱

弦
而
疏
越
、
壹
倡
而
三
嘆
、
有
遺
音
者
矣
。
大
饗
之
禮
、
尚
玄
酒
而
俎

腥
魚
、
大
羹
不
和
、
有
遺
味
者
矣
。
是
故
先
王
之
制
禮
樂
也
、
非
以
極

口
腹
耳
目
之
欲
也
、
將
以
教
民
平
好
惡
而
反
人
道
之
正
也
。

だ
か
ら
音
楽
の
盛
ん
な
る
は
、
音
色
を
追
究
す
る
も
の
で
は
な
く
、
（
祖
霊
を

合
わ
せ
祭
る
）
大
饗
の
礼
も
、
美
味
を
追
究
す
る
も
の
で
は
な
い
。
清
廟
の

（
詩
を
奏
で
る
）
瑟
は
、
（
音
の
低
い
）
朱
弦
に
し
て
底
に
穴
を
設
け
て
（
響

き
を
ゆ
っ
た
り
と
さ
せ
）
、
一
人
が
（
詩
句
を
）
唱
え
て
（
わ
ず
か
に
）
三
人

だ
け
が
和
し
て
声
を
引
く
の
は
、
余
音
を
残
す
も
の
で
あ
る
。
大
饗
の
礼
で
、

玄
酒
を
上
手
に
置
い
て
生
魚
を
俎
に
載
せ
、
（
肉
の
ス
ー
プ
で
あ
る
）
大
羹
に
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調
味
を
施
さ
な
い
の
は
、
余
味
を
残
す
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
先
王
が
礼
楽

を
定
め
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
口
腹
耳
目
の
欲
を
追
究
し
よ
う
と
し
て
の

こ
と
で
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
に
よ
っ
て
民
衆
の
好
悪
の
情
を
平
ら
か
に
し
正

し
い
人
の
道
に
返
ら
せ
よ
う
と
し
て
の
こ
と
な
の
だ
。

と
見
え
て
い
る
。
同
篇38-15a

に
は
、

樂
也
者
施
也
、
禮
也
者
報
也
。
樂
、
樂
其
所
自
生
、
而
禮
、
反
其
所
自

始
。
樂
章
德
、
禮
報
情
反
始
也
。

楽
は
施
す
も
の
で
あ
り
、
礼
は
報
い
る
も
の
で
あ
る
。
楽
は
、
そ
の
（
治
世

が
）
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
と
こ
ろ
を
楽
し
む
も
の
で
あ
り
、
礼
は

そ
の
（
治
世
が
）
そ
れ
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
返
る
も
の
で
あ
る
。

楽
は
（
そ
の
施
し
の
）
徳
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
礼
は
（
そ
の
治

世
を
も
た
ら
し
た
）
恩
情
に
報
い
（
そ
の
治
世
を
も
た
ら
し
た
）
始
め
に
返

る
も
の
で
あ
る
。

と
あ
っ
て
、
礼
器
篇24-10b

禮
也
者
反
其
所
自
生
、
樂
也
者
樂
其
所
自
成
、
故
先
王
之
制
禮
也
、
以

節
事
、
脩
樂
以
道
志
、
故
觀
其
禮
樂
而
治
亂
可
知
也
。

礼
は
そ
の
（
治
世
が
）
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
と
こ
ろ
に
返
る
も
の

で
あ
り
、
楽
は
そ
の
（
治
世
が
）
そ
れ
に
よ
っ
て
成
就
し
た
と
こ
ろ
を
楽
し

む
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
先
王
は
礼
を
定
め
て
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
事
々

に
節
目
づ
け
る
の
で
あ
り
、
楽
を
修
め
て
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
（
民
の
）
志

を
（
善
に
）
導
く
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
礼
楽
を
見
れ
ば
、
そ
の
治
乱

も
わ
か
る
の
だ
。

と
の
類
似
は
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
礼
器
篇
全
体
を
通
じ
て
「
報
」
字
が

見
え
ず
、
礼
を
「
報
」
の
側
面
か
ら
見
る
視
点
が
こ
の
篇
に
は
基
本
的
に
存
在

し
な
い
こ
と
と
、
楽
記
篇
で
「
礼
な
る
者
は
報
な
り
」
と
言
い
な
が
ら
、
次
の

傍
線
部
の
と
こ
ろ
で
「
報
」
字
が
見
え
な
い
こ
と
を
合
わ
せ
考
え
る
な
ら
ば
、

楽
記
篇
が
礼
器
篇
の
傍
線
部
を
利
用
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う

。
(10)

「
報
」
字
が
見
え
る
「
報
情
反
始
」
の
表
現
も
、
郊
特
牲
篇25-20b/26-7a

の

「
報
本
反
始
」
を
踏
ま
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
楽
記
篇
で
「
玄
酒
」
に
言
及

す
る
部
分
も
、
礼
器
篇
等
に
示
さ
れ
た
考
え
方
を
踏
ま
え
て
、
礼
楽
が
「
音
」

や
「
味
」
を
追
究
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
「
玄
酒
」
等
が
用

ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

『
大
戴
礼
記
』
礼
三
本
篇
に
も
、

故
尊
之
尚
玄
酒
也
、
俎
之
（
尚

）
生
魚
也
、
豆
之
先
大
羹
也
、
一
也
。

(11)

だ
か
ら
酒
樽
で
玄
酒
を
上
手
に
置
き
、
俎
で
生
魚
を
上
手
に
置
き
、
豆
で
大

羹
を
先
に
す
る
の
は
、
（
「
飲
食
の
本
を
貴
ぶ
」
と
い
う
点
で
）
同
じ
こ
と
だ
。

と
見
え
て
い
る
が
、
下
文
に

三
年
之
哭
不
反
也
、
清
廟
之
歌
一
倡
而
三
歎
也
、
縣
一
罄
而
尚
拊
搏
、

朱
絃
而
通
越
也
、
一
也
。

三
年
の
喪
の
哭
に
お
い
て
節
を
つ
け
ず
に
（
長
く
声
を
引
い
て
）
泣
く
の
と
、

清
廟
の
歌
に
お
い
て
、
一
人
が
（
詩
句
を
）
唱
え
て
（
わ
ず
か
に
）
三
人
だ

け
が
和
し
て
声
を
引
く
の
と
、
（
堂
上
に
は
）
一
つ
の
磬
だ
け
を
つ
り
さ
げ
て

（
節
を
取
る
た
め
に
ぽ
ん
ぽ
ん
叩
く
）
拊
搏
を
上
手
に
置
く
の
と
、
（
瑟
を
音

の
低
い
）
朱
弦
に
し
て
底
に
穴
を
設
け
（
て
響
き
を
ゆ
っ
た
り
と
さ
せ
）
る

の
は
、
（
音
声
の
本
を
貴
ぶ
と
い
う
点
で
）
同
じ
こ
と
だ
。

と
あ
っ
て
、
上
の
楽
記
篇
の
文
章
と
の
類
似
性
は
瞭
然
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、

両
者
は
同
様
の
資
料
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
両
戴
記
で
は
他
に
曾
子

問
、
玉
藻
、
郷
飲
酒
義
の
各
篇
に
「
玄
酒
」
の
語
が
見
え
て
い
る
が
、
こ
れ
ら

玄酒小考（末永）
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は
む
し
ろ
『
儀
礼
』
と
の
関
係
に
お
い
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

*
*

*
『
儀
礼
』
で
は
士
冠
礼

3-1a

に
一
か
所
、
士
昏
礼
に
三
か
所
（4-10b

×

2/6-6b

）
、
郷
飲
酒
礼8-4b

、
郷
射
礼11-3a

、
燕
礼14-3a

、
特
牲
饋
食
礼44-10b

、

少
牢
饋
食
礼47-10a
に
そ
れ
ぞ
れ
一
か
所
「
玄
酒
」
の
語
が
見
え
、
大
射16-8a

に
「
玄
尊
」
、
士
虞
礼
の
記43-6b

に
「
水
尊
」
の
語
が
見
え
て
い
る
。
た
だ
、

本
論
の
最
初
に
記
し
た
よ
う
に
各
儀
礼
に
お
い
て
「
玄
酒
」
が
用
い
ら
れ
る
こ

と
は
基
本
的
に
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
れ
は
『
儀
礼
』
の
「
経
」

の
作
者
が
、

(12)

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
玄
酒
」
を
描
き
出
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
士

昏
礼
の
記6-6b

に

婦
入
寢
門
、
贊
者
徹
尊
幂
、
酌
玄
酒
、
三
屬
于
尊
、
棄
餘
水
于
堂
下
階

閒
、
加
勺
。

婦
が
壻
に
み
ち
び
か
れ
て
、
寝
門
（
い
え
の
モ
ン
）
を
入
る
頃
、
賛
者
（
て

だ
す
け
ヤ
ク
）
は
室
中
の
尊
（
さ
け
が
め
）
の
幂
（
お
う
い
）
を
徹
（
と
り

は
）
ら
い
、
玄
酒
（
ま
み
ず
）
を
酌
ん
で
、
三
た
び
尊
に
属
（
そ
そ
）
い
で

和
（
ま
）
ぜ
、
濃
度
を
と
と
の
え
る
。
属
ぎ
余
し
た
玄
酒
は
堂
下
（
ざ
し
き

し
た
）
の
階
間
（
き
ざ
は
し
の
あ
い
だ
）
に
棄
て
る
。
醴
尊
（
さ
け
が
め
）

に
は
勺
を
加
え
て
お
く

。
(13)

と
あ
る
よ
う
に
、
本
来
、
酒
を
薄
め
る
の
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

「
玄
酒
」
の
用
途
に
つ
い
て
は
、
川
原
寿
市
『
儀
礼
釈
攷
』
第
二
冊

が
、
『
礼

(14)

記
』
郊
特
牲
篇26-22b

の

明
水
涗
齊
、
貴
新
也
。
凡
涗
新
之
也
。
其
謂
之
明
水
也
、
由
主
人
之
絜
、

著
此
水
也
。

明
水
を
ま
ぜ
て
斉
（
＝
醴
）
を
清
ま
す
の
は
、
新
し
い
も
の
を
貴
ぶ
か
ら
で

あ
る
。（
醴
を
）
清
ま
す
と
い
う
の
は
、
そ
れ
を
新
た
に
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
の
際
の
水
を
「
明
水
」
と
呼
ぶ
の
は
、
主
人
の
潔
斎
に
よ
っ
て
、
こ
の
水

が
得
ら
れ
る
か
ら
だ
。

な
ど
を
引
き
つ
つ
詳
し
く
考
証
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、

興
味
深
い
の
は
、
士
冠
礼
で
附
則
に
当
た
る
「
記
」
の
部
分
で
、
よ
う
や
く
「
玄

酒
」
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
士
冠
礼
の
「
経
」2-6a

で
は
「
側
（
た

だ

）
一
甒
醴
を
尊
（
お
）
く
」
と
「
醴
」
を
入
れ
る
か
め
が
一
つ
だ
け
で
あ

(15)
る
の
に
対
し
、
「
醴
」
で
は
な
く
「
酒
」
を
用
い
る
場
合
を
語
る
附
則
に
当
た

る
部
分
で
、
「
両
甒
、
禁
有
り
、
玄
酒
は
西
に
在
り
」
（3-2a

）
と
二
つ
の
か
め

の
一
方
に
「
玄
酒
」
が
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
川
原
氏

が
同
上
書

で
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
醴
」
を
用
い
る
の
が
よ
り
古
い
礼
で
、

(16)

「
酒
」
を
用
い
る
の
が
よ
り
新
し
い
礼
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
、
も
と
も

と
の
冠
礼
に
は
「
玄
酒
」
が
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
「
醴
」
と
「
酒
」
は
、
『
儀
礼
』
に
お
い
て
か
な
り
偏
っ

た
分
布
を
し
て
い
て
、
「
醴
」
は
士
冠
礼
、
士
昏
礼
、
聘
礼
、
士
喪
礼
（
既
夕

礼
）
、
士
虞
礼
に
し
か
現
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
篇
の
な
か
で
士
喪
礼
（
既
夕
礼
）
、

士
虞
礼
で
は
「
醴
」
「
酒
」
が
並
記
さ
れ
る
が
、
士
冠
礼
で
「
酒
」
が
見
え
る

の
は
上
の
「
醴
」
の
代
わ
り
に
「
酒
」
を
用
い
る
附
則
に
か
か
わ
る
部
分
だ
け

で
あ
る
し
、
士
昏
礼
で
は
「
玄
酒
」
を
除
い
て
「
酒
」
字
は
見
え
な
い
。
聘
礼

で
も
出
発
時
の
道
中
安
全
祈
願
に
関
す
る
「
記
」24-4b

に
お
い
て
「
酒
」
字

が
見
え
る
の
と
、
帰
還
後
の
祖
禰
へ
の
報
告
時
に
「
酒
」
が
用
い
ら
れ
る

（23-10a
）
の
を
除
け
ば
、
他
国
に
赴
く
聘
礼
の
本
体
に
お
い
て
「
酒
」
は
用
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い
ら
れ
て
い
な
い
。
聘
礼
の
例
は
措
く
と
し
て
、
『
儀
礼
』
に
お
い
て
士
冠
礼

「
経
」
と
士
婚
礼
「
経
」
は
最
古
の
層
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

、
こ

(17)

こ
に
「
酒
」
が
見
え
な
い
こ
と
は
、
「
醴
」
か
ら
「
酒
」
へ
の
変
化
を
暗
示
し

て
い
よ
う
。

「
玄
酒
」
と
の
組
み
合
わ
せ
で
言
え
ば
、
「
玄
酒
」
と
「
醴
」
が
並
べ
ら
れ

る
の
は
士
昏
礼
だ
け
で
、
郷
飲
酒
礼
、
郷
射
礼
、
燕
礼
、
大
射
、
特
牲
饋
食
礼
、

少
牢
饋
食
礼
と
い
っ
た
「
酒
」
が
飲
用
に
供
せ
ら
れ
る
礼
に
お
い
て
「
玄
酒
」

と
「
酒
」
が
並
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
面
白
い
の
は
、
士
昏
礼
に
お

い
て
「
醴
」
の
か
め
だ
け
が
用
意
さ
れ
る
場
面
が
あ
る
こ
と
で
、
新
郎
側
の
使

者
に
新
婦
側
が
醴
を
授
け
る
時
（4-5a

）
や
、
舅
姑
が
（
「
賛
（
手
助
け
役
）
」

を
介
し
て
）
新
婦
に
醴
を
賜
う
時
（5-11a

）
な
ど
は
、
「
側
（
た
だ
）
甒
醴
を

房
中
に
尊
（
お
）
く
」
だ
け
で
、
「
玄
酒
」
を
並
べ
置
か
な
い
。
こ
の
場
面
に

お
い
て
は
、
使
者
に
し
て
も
新
婦
に
し
て
も
「
坐
し
て
醴
を
啐
（
な
）
む
る
」

（4-6b

／

5-11b

）
だ
け
で
、
杯
を
飲
み
干
す
こ
と
は
し
な
い
。
こ
れ
は
士
冠

礼
「
経
」2-13b

に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
「
醴
」
を
用
い
る
儀
礼
に
お
い

て
形
式
的
に
酒
に
口
を
付
け
る
だ
け
で
杯
を
飲
み
干
さ
な
い
時
に
は
「
玄
酒
」

を
添
え
な
い
よ
う
な
の
で
あ
る

。
他
方
、
士
昏
礼
で
「
玄
酒
」
が
添
え
ら
れ

(18)

る
の
は
、
新
郎
新
婦
が
飲
食
を
共
に
し
て
、
「
爵
を
卒
へ
る
」
（5-7a
）
か
ら
で

あ
ろ
う
。
ど
う
や
ら
、
「
醴
」
の
場
合
は
そ
れ
が
飲
酒
の
用
に
供
さ
れ
る
と
き

に
の
み
「
玄
酒
」
が
必
要
と
さ
れ
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
当
時
の

「
醴
」
は
糟
（
お
り
）
が
多
く
て
真
水
を
加
え
て
薄
め
な
い
と
飲
用
に
適
さ
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
そ
れ
を
薄
め
る
た
め
の
水
瓶
や
水
樽
が
「
醴
」

に
並
べ
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
後
に
よ
り
糟
の
少
な
い
「
酒
」
が
現
れ
て
、
飲

用
に
際
し
て
必
ず
し
も
真
水
を
加
え
る
必
要
が
無
く
な
っ
て
も
、
慣
習
的
に
こ

の
水
が
残
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る

。
士
喪
礼
（
既
夕
礼
）
、
士
虞
礼
で
の

(19)

「
醴
」
に
「
玄
酒
」
が
添
え
ら
れ
な
い
の
も
、
こ
こ
で
の
「
醴
」
は
死
者
に
供

え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
生
者
の
飲
用
に
供
さ
れ
た
も
の
で
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
喪
礼
に
お
け
る
「
醴
」「
酒
」
に
つ
い
て
は
、
士
喪
礼
「
経
」36-15b

で
小
斂
の
奠
を
設
け
る
に
際
し
て
、

執
醴
先
、
酒
脯
醢
俎
從
、
升
自
阼
階
。

醴
を
執
る
も
の
が
先
ん
じ
、
酒
・
脯
・
醢
・
俎
（
を
持
つ
も
の
）
が
（
そ
れ

に
）
従
い
、
阼
階
か
ら
升
る
。

と
、
「
醴
」
→
「
酒
」
の
順
に
堂
に
上
せ
ら
れ
る
こ
と
が
言
わ
れ
、
大
斂
の
奠

を
徹
す
る
に
際
し
て
も
、

祝
取
醴
北
面
、
取
酒
立
于
其
東
、
取
豆
、
籩
、
俎
南
面
西
上
。
祝
先
出
。

酒
、
豆
、
籩
、
俎
序
従
、
降
自
西
階
。
（
士
喪
礼37-13a

）

祝
が
醴
を
取
っ
て
北
面
し
て
（
待
ち
）
、
（
酒
を
取
る
も
の
が
）
酒
を
取
っ
て

そ
の
東
に
立
ち
、
（
豆
等
を
取
る
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
）
豆
・
籩
・
俎
を
取
っ
て

南
面
し
て
西
を
上
と
す
る
。
（
醴
を
持
つ
）
祝
が
先
に
（
室
を
）
出
る
。
酒
・

豆
・
籩
・
俎
（
を
持
つ
も
の
）
が
順
に
従
っ
て
、
西
階
か
ら
降
り
る
。

と
、
「
醴
」
が
先
で
「
酒
」
が
そ
れ
に
従
う
こ
と
な
ど
か
ら
「
醴
」
が
「
酒
」

よ
り
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
し
、
鄭
玄
も
「
醴
を
執
る
も
の
尊

し
」
と
注
し
て
い
る

。
『
儀
礼
』
で
は
必
ず
「
醴
酒
」
と
言
わ
れ
て
「
酒
醴
」

(20)

と
言
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
「
醴
」
「
酒
」
を
入
れ
た
か
め
が
並
べ
ら
れ
る
と

き
に
は
「
醴
」
が
必
ず
上
手
に
置
か
れ
る
。
た
と
え
ば
、

兩
甒
醴
酒
、
酒
在
東
。
（
士
虞
礼42-2b

）

ふ
た
つ
の
甒
（
か
め
）
に
、
（
ひ
と
つ
は
）
醴
（
ひ
と
つ
は
）
酒
（
を
入
れ
）
、

酒
は
東
に
あ
る
。

玄酒小考（末永）
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と
い
っ
た
具
合
で
、
こ
こ
に
鄭
玄2b9

が
「
酒
の
東
に
在
る
は
、
醴
を
上
に
す

れ
ば
な
り
」
と
注
す
る
よ
う
に
、
東
西
方
向
に
並
べ
ら
れ
る
場
合
は
上
手
の
西

に
「
醴
」
が
置
か
れ
る

。
こ
の
よ
う
に
「
醴
」
が
尊
ば
れ
る
の
は
、
敖
繼
公

(21)

『
儀
礼
集
説
』
が
「
醴
酒
並
び
用
ふ
る
は
、
醴
以
て
神
を
饗
し
、
酒
以
て
尸
に

飲
ま
し
む
」
と
言
う
よ
う
に
、「
醴
」
が
死
者
の
神
霊
に
供
す
る
も
の
で
、「
酒
」

が
生
者
の
飲
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
が
古
式
の

酒
を
尊
び
、
味
の
よ
り
薄
い
酒
を
尊
ぶ
と
い
う
観
念
に
転
化
し
て
い
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
観
念
の
も
と
で
、
単
な
る
水
瓶
や
水
樽
に
最
も
尊

い
酒
と
し
て
の
「
玄
酒
」
の
雅
名
が
与
え
ら
れ
、
吉
礼
で
は
凶
礼
に
お
け
る

「
醴
」
の
位
置
を
「
玄
酒
は
西
に
在
り
」（
特
牲
饋
食
礼44-10b

）
と
「
玄
酒
」

が
占
め
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う

。
士
虞
礼
の
疏42-2b10

で
は

(22)

「
醴
」
が
上
手
に
置
か
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、

吉
禮
、
玄
酒
在
酒
上
。
今
以
喪
祭
禮
無
玄
酒
、
則
醴
代
玄
酒
在
上
。

吉
礼
で
は
、
玄
酒
は
酒
の
上
手
に
置
か
れ
る
。
喪
祭
の
礼
で
は
玄
酒
が
無
い

の
で
、
醴
が
玄
酒
の
代
わ
り
に
上
手
に
置
か
れ
る
の
だ
。

と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
事
態
は
反
対
で
あ
っ
て
、「
醴
」
の
「
酒
」

に
対
す
る
優
位
が
、
「
玄
酒
」
の
「
酒
」
に
対
す
る
優
位
に
転
化
し
た
も
の
と

思
う
。

こ
の
疏
に
は
ま
た
、
凶
礼
で
は
「
玄
酒
」
が
用
い
ら
れ
な
い
と
い
う
観
念

が
示
さ
れ
て
い
て
、
鄭
玄
も
士
虞
礼
の
「
水
尊
」
に
注
し
て
（43-6b10

）
、

有
玄
酒
、
即
吉
也
。
…
言
水
者
、
喪
質
。

玄
酒
が
あ
る
の
は
、
吉
礼
に
近
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
…
（
「
玄
尊
」
で

は
な
く
「
水
尊
」
と
）
「
水
」
を
付
け
て
言
う
の
は
、
喪
礼
は
質
で
あ
る
（
か

ざ
ら
な
い
）
か
ら
で
あ
る
。

と
言
っ
て
い
る
。
確
か
に
、
士
虞
礼
に
お
い
て
「
水
尊
」
は
凶
礼
か
ら
吉
礼
に

移
る
境
目
に
あ
た
る
卒
哭
の
儀
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
が
、
喪
礼
で
「
醴
」「
酒
」

と
も
に
水
樽
が
置
か
れ
な
い
の
は
、
こ
れ
が
死
者
に
供
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

飲
酒
の
用
に
供
せ
ら
れ
た
も
の
で
な
か
っ
た
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。
士
虞
礼
で
は

卒
哭
以
前
に
三
献
の
儀
に
お
い
て
尸
に
「
酒
」
を
飲
ま
せ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ

に
「
玄
酒
」
が
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
の
が
不
審
で
あ
る
が
、
ま
だ
「
酒
」
が
な

く
「
醴
」
し
か
な
か
っ
た
時
代
に
は
こ
こ
に
水
樽
が
添
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
死
者
に
は
「
醴
」
を
そ
の
ま
ま
供
し
、
尸
と
は
水
で
薄
め
た
「
醴
」

で
献
醋
し
て
い
た
も
の
が
、「
酒
」
の
出
現
後
も
喪
礼
で
は
死
者
に
供
す
る
「
醴
」

が
必
要
と
さ
れ
た
か
ら
、
「
醴
」
＋
水
樽
が
「
醴
」
＋
「
酒
」
の
組
み
合
わ
せ

に
な
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
「
酒
」
は
そ
の
ま
ま
飲
め
る
か
ら
水
樽

を
無
く
し
て
も
か
ま
わ
な
い
）
。
他
方
、
卒
哭
の
儀
に
お
い
て
は
、
他
の
飲
酒

を
と
も
な
う
礼
と
同
様
、
「
醴
」
＋
水
樽
の
「
醴
」
が
「
酒
」
に
置
き
換
わ
っ

て
「
酒
」
＋
水
樽
の
組
み
合
わ
せ
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
こ
の
「
水
尊
」
の
語
は
、
こ
れ
が
も
と
も
と
酒
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
よ
う
。

議
論
が
や
や
錯
綜
し
た
の
で
整
理
し
て
お
け
ば
、
『
儀
礼
』
の
記
述
か
ら
お

お
よ
そ
以
下
の
こ
と
が
導
か
れ
る
と
思
う
。

・
「
醴
」
は
「
酒
」
よ
り
も
古
い
時
代
の
糟
（
お
り
）
の
多
い
酒
で
あ
る

・
飲
用
を
主
と
し
な
い
儀
礼
に
お
い
て
は
、
「
醴
」
は
そ
の
ま
ま
で
用
い
ら

れ
た

・
飲
酒
の
用
に
「
醴
」
が
供
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
薄
め
る
た
め
の

水
瓶
や
水
樽
が
添
え
ら
れ
て
い
た
(23)

・
「
酒
」
が
あ
ら
わ
れ
て
「
醴
」
が
「
酒
」
に
置
き
換
わ
っ
て
も
い
く
つ
か
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の
儀
礼
に
お
い
て
は
水
瓶
や
水
樽
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
た

・
「
酒
」
が
あ
ら
わ
れ
た
後
も
、
喪
礼
で
は
「
醴
」
が
死
者
に
供
す
る
も
の

と
し
て
用
い
ら
れ
、
「
酒
」
の
上
位
に
置
か
れ
て
い
た

・
よ
り
古
い
酒
、
よ
り
薄
い
酒
を
尊
ぶ
と
い
う
観
念
の
も
と
、
水
瓶
や
水

樽
が
「
玄
酒
」
の
雅
名
を
得
て
、
喪
礼
に
お
け
る
「
醴
」
の
位
置
を
占

め
る
に
至
っ
た
(24)

こ
の
よ
う
に
、
『
儀
礼
』
の
記
述
は
、
飲
酒
用
の
「
醴
」
が
「
酒
」
に
置
き
換

え
ら
れ
て
い
く
中
で
、
水
瓶
や
水
樽
が
本
来
の
用
途
を
失
い
な
が
ら
も
、
「
玄

酒
」
と
し
て
尊
ば
れ
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
の
情
報
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
て
く

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
文
献
と
し
て
の
『
儀
礼
』
各
篇
の
成
立
と
「
玄
酒
」

観
念
の
出
現
の
前
後
に
つ
い
て
は
な
お
慎
重
な
判
断
を
要
す
る
と
思
う
。
と
い

う
の
も
、
士
虞
礼
に
お
け
る
「
水
尊
」
の
語
の
存
在
は
、
「
玄
酒
」
観
念
出
現

以
前
に
お
い
て
は
水
瓶
や
水
樽
が
そ
の
ま
ま
に
礼
記
述
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い

た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
各
「
経
」
に
お
い
て
「
玄
酒
」
の

語
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
を
陳
設
す
る
時
の
一
か
所
だ
け
で
あ
る
か
ら
、

も
と
も
と
は
単
に
「
水
尊
」
等
で
記
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
「
玄
酒
」
観
念
の

出
現
に
よ
り
そ
の
部
分
だ
け
が
「
玄
酒
」
に
書
き
換
え
ら
れ
た
可
能
性
も
十
分

に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
特
に
そ
の
感
を
強
く
す
る
の
は
士
昏
礼
で
、「
醴
」

を
用
い
る
古
式
の
礼
が
保
存
さ
れ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
玄
酒
」
が
あ

ら
わ
れ
る
の
は
、
後
の
書
き
換
え
に
か
か
る
も
の
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
士

虞
礼
の
「
水
尊
」
に
し
て
も
、
た
ま
た
ま
「
玄
酒
」
へ
の
書
き
換
え
が
な
さ
れ

ず
に
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
が
、
後
に
「
喪
祭
礼
に
玄
酒
無
し
」
と
の
観
念

か
ら
礼
学
的
に
意
味
付
け
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
。
「
玄
酒
」

の
語
を
含
む
現
行
の
『
儀
礼
』
各
篇
が
「
玄
酒
」
観
念
出
現
の
後
に
成
る
こ
と

は
確
か
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の
礼
記
述
の
実
質
的
な
成
立
ま
で
が
こ
の
観
念
に

遅
れ
る
か
否
か
は
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

『
儀
礼
』
各
篇
の
成
立
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
す
る
こ
と
に
し
て
『
礼

記
』
に
も
ど
る
な
ら
ば
、
郷
飲
酒
義
篇
の

尊
有
玄
酒
、
貴
其
質
也
。
（61-14a

）

尊
（
さ
か
だ
る
）
に
玄
酒
が
入
れ
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
質
な
る
（
か
ざ
ら
な
い
）

の
を
貴
ぶ
か
ら
だ
。

尊
有
玄
酒
、
教
民
不
忘
本
也
。
（61-22a

）

尊
に
玄
酒
が
入
れ
ら
れ
る
の
は
、
民
に
お
お
も
と
を
忘
れ
な
い
こ
と
を
教
え
る

た
め
だ
。

が
、
礼
器
篇
等
と
同
じ
思
考
の
下
で
郷
飲
酒
礼
の
「
玄
酒
」
の
義
を
解
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
し
、
曾
子
問
篇

19-14b

で
殤
（
若
死
に
し
た

者
）
を
祭
る
の
に
「
玄
酒
無
し
」
と
す
る
の
も
、『
儀
礼
』
特
牲
饋
食
礼44-10b

で
成
人
を
祭
る
の
に
「
玄
酒
」
を
置
く
の
と
の
対
比
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
ら
が
関
連
す
る
『
儀
礼
』
各
篇
の
成
立
に
遅
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
判
断
に
迷
う
の
は
、
玉
藻
篇29-16a

の

凡
尊
必
上
玄
酒
、
唯
君
面
尊
。
唯
饗
野
人
皆
酒
。

凡
そ
尊
（
さ
か
だ
る
）
は
必
ず
玄
酒
を
上
手
に
置
き
、
た
だ
君
主
だ
け
が
尊

に
面
と
向
か
う
。
た
だ
野
人
（
庶
民
）
を
饗
す
る
時
は
（
玄
酒
を
置
か
ず
）

す
べ
て
酒
だ
け
に
す
る
。

で
あ
る
。
『
儀
礼
』
か
ら
帰
納
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
も
見
え
る
し
、
こ
の
観

念
が
先
に
あ
っ
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
『
儀
礼
』
が
構
成
さ
れ
た
も
の
の
よ
う

に
も
見
え
る
。
こ
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
の
判
断
は
こ
こ
で
は
差
し
控
え
る
こ

玄酒小考（末永）
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と
に
し
た
い
が
、
以
上
で
経
典
類
に
見
え
る
「
玄
酒
」
の
全
用
例
の
検
討
を
終

え
た
こ
と
に
な
る
。

＊

＊

＊

「
玄
酒
」
の
よ
う
な
観
念
の
出
現
と
、
そ
れ
を
記
し
た
文
献
の
成
立
の
間

に
は
タ
イ
ム
ラ
グ
が
あ
る
か
ら
、
礼
運
、
礼
器
、
郊
特
牲
等
の
篇
と
し
て
結
実

し
て
い
く
よ
う
な
礼
学
の
展
開
の
中
で
、
「
玄
酒
」
の
観
念
が
育
ま
れ
た
と
は

言
え
て
も
、
「
玄
酒
」
の
見
え
る
文
献
の
中
で
、
こ
の
三
篇
の
成
立
が
最
も
古

い
と
直
ち
に
結
論
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
お
お
よ
そ
の
成
立
順

序
と
し
て
、
こ
の
三
篇
に
つ
い
て
は
、
礼
運
→
礼
器
→
郊
特
牲
の
順

、
こ
の

(25)

三
篇
に
先
立
つ
も
の
と
し
て
坊
記
篇
、
こ
の
三
篇
に
遅
れ
る
も
の
と
し
て
楽
記
、

礼
三
本
の
両
篇
と
い
っ
た
順
序
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
楽
記
篇

で
「
玄
酒
」
の
見
え
る
一
段
は
、
『
呂
氏
春
秋
』
仲
夏
紀
・
適
音
篇
に
重
複
文

が
見
え
て
い
る
し
（
た
だ
し
「
玄
酒
」
を
「
玄
尊
」
に
作
る
）
、
礼
三
本
篇
は

『
荀
子
』
礼
論
篇
の
一
部
と
重
複
し
て
い
る
。
現
行
の
楽
記
篇
は
楽
関
係
の
文

献
を
集
成
し
た
よ
う
な
形
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
楽
記
篇
の
成
立

の
下
限
を
た
だ
ち
に
与
え
る
も
の
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
「
玄
酒
」
の
語
を

含
む
一
節
が
先
秦
に
遡
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
礼
三
本
篇
と

礼
論
篇
と
の
先
後
関
係
も
見
定
め
が
難
し
い
が
、
い
ず
れ
が
先
で
あ
る
に
せ
よ

こ
の
部
分
の
記
述
が
先
秦
に
遡
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
玄
酒
」
に
つ
い
て

の
記
述
か
ら
考
え
る
限
り
、
礼
運
等
の
三
篇
は
先
秦
の
作
と
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
礼
運
篇
に
せ
よ
、
礼
器
篇
に
せ
よ
、
郊
特
牲
篇
に
せ

よ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
全
体
が
一
時
に
一
人
の
手
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら

な
い

か
ら
、
こ
こ
で
の
結
論
を
各
篇
全
体
に
及
ぼ
す
こ
と
に
つ
い
て
は
な
お

(26)

慎
重
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
の
、
こ
の
三
篇
の
主
要
な
部
分
が
先
秦

の
作
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
礼
文
献
の
成
立
時
代
の
推
定
に
大
き
な
影
響
を
与
え

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
か
で
も
陰
陽
説
に
よ
っ
て
礼
を
解
し
た
部
分
を
多
く
含

む
郊
特
牲
篇
が
先
秦
の
成
立
で
あ
る
可
能
性
が
で
て
き
た
こ
と
は
重
要
で
あ

る
。
従
来
、
こ
の
篇
の
よ
う
に
陰
陽
説
の
見
え
る
文
献
は
、
「
始
め
て
陰
陽
を

推
し
て
、
儒
者
の
宗
と
為
る
」
（
『
漢
書
』
五
行
志
上
）
董
仲
舒
以
後
の
作
と

さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
比
較
的
素
朴
な
陰
陽
説
の
礼
説
へ
の
導
入
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
が
先
秦
に
遡
る
可
能
性
を
考
慮
す
る
必
要
が
出
て
き
た
わ
け
で

あ
る
。
礼
運
等
三
篇
や
陰
陽
説
を
含
む
礼
文
献
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
の
さ
ら

な
る
検
討
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注

(
)

『
十
三
経
注
疏
』
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
嘉
慶
本
の
巻
数
―
葉
数
（a

：
表

1
／b

：
裏
）
行
数
の
形
で
示
す
。
巻
数
、
行
数
に
つ
い
て
は
一
部
省
略
し
て
い
る
。

(
)

ま
た
『
礼
記
』
礼
運
疏2

1
-
1
2
b
5

「
大
古
無
酒
、
此
水
當
酒
所
用
」
参
照
。

2

(
)

『
孔
子
家
語
』
問
礼
篇
に
も
同
文
が
見
え
る
。

3

(
)

鄭
注1

2
a
1
0

「
粢
讀
爲
齊
、
聲
之
誤
也
」
参
照
。

4

(
)

礼
運
篇2

1
-
1
1
a

「
昔
者
先
王
未
有
宮
室
」
以
下
の
一
段
に
付
け
ら
れ
た
鄭
注1

1
a
7

5
「
此
上
古
之
時
也
」
参
照
。

(
)

『
武
内
義
雄
全
集
』
第
三
巻
「
礼
記
の
研
究
」
二
三
四
頁
。
武
内
説
は
邵
懿
辰
『
礼

6
経
通
論
』
「
論
聖
門
子
游
伝
礼
」
に
よ
る
が
、
邵
氏
は
礼
運
を
子
游
の
作
、
礼
器
、

郊
特
牲
を
子
游
門
人
の
作
と
し
、
後
二
篇
が
も
と
一
篇
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
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(
)

ま
た
郊
特
牲
篇2

6
-
1
3
a

に
「
割
刀
之
用
、
而
鸞
刀
之
貴
、
貴
其
義
也
」
と
見
え
て

7
い
る
。

(
)

訳
文
は
原
田
種
成
校
閲
、
本
田
二
郎
著
『
周
礼
通
釈
下
』
（
秀
英
出
版
、
一
九
七

8
九
年
）
に
よ
る
。

(
)

「
羣
臣
畢
從
。
毛
叔
鄭
奉
明
水
、
衛
叔
傅
禮
。
」
『
史
記
』
周
本
紀
で
は
「
左
右
畢

9
從
。
毛
叔
鄭
奉
明
水
、
衛
康
叔
封
布
茲
」
、
同
・
斉
太
公
世
家
で
は
「
羣
公
奉
明
水
、

衞
康
叔
封
布
采
席
」
と
な
っ
て
い
る
。

(
)

礼
器
篇
傍
線
部
の
「
生
」
「
成
」
は
と
も
に
耕
部
で
押
韻
し
て
い
る
が
、
楽
記
篇

10
の
「
始
」
は
之
部
で
押
韻
し
て
い
な
い
。
こ
れ
も
礼
器
篇
の
表
現
が
よ
り
古
い
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
)

『
荀
子
』
礼
論
篇
の
重
複
文
に
よ
り
補
う
。

11

(
)

以
下
、
『
儀
礼
』
に
つ
い
て
括
弧
を
付
け
て
「
経
」
「
記
」
と
記
す
も
の
は
今
本
に

12
お
け
る
経
／
記
の
区
分
で
は
な
く
、
各
篇
の
冒
頭
部
か
ら
は
じ
ま
っ
て
始
終
一
貫
し

た
儀
式
の
次
第
を
記
し
た
部
分
を
「
経
」
、
そ
れ
以
外
の
部
分
を
「
記
」
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
区
分
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
『
儀
礼
』
の
「
記
」
を
め
ぐ
る
一
考
察
」

（
『
東
洋
古
典
学
研
究
』
第
三
九
集
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。

(
)

訳
文
は
川
原
寿
市
『
儀
礼
釈
攷
』
第
二
冊
に
よ
る
。
ふ
り
が
な
は
一
部
省
略
。

13

(
)

士
昏
礼
二
一
八
頁
、
記
の
注
二
九
。

14

(
)

鄭
注6
a
7

「
側
猶
特
也
。
」

15

(
)

士
冠
礼
一
七
四
頁
、
注
一
三
三
。

16

(
)

前
掲
拙
稿
参
照
。

17

(
)

聘
礼
で
主
国
の
君
が
賓
に
礼
す
る
時
に
「
玄
酒
」
に
言
及
が
な
い
の
も
、
賓
が
た

18
だ
「
坐
啐
醴
」
（2

1
-
5
a

）
だ
け
だ
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

(
)

た
だ
し
、
士
冠
礼
「
記
」（3-3b

／5a

）
、
有
司
徹
（49-2b

）
に
見
え
る
「
攝
酒
」

19
が
、「
玄
酒
」
で
「
酒
」
を
薄
め
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
酒
」
に
お
い
て
も
「
玄

酒
」
の
用
途
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

(
)

士
喪
礼
「
醴
酒
位
如
初
」
注3

7
-
4
a
6

。

20

(
)

既
夕
礼
記4

1
-
1
a

「
兩
甒
醴
酒
、
酒
在
南
」
は
南
北
方
向
に
並
べ
ら
れ
た
場
合
で
、

21
こ
の
場
合
は
北
が
上
手
に
な
る
。
池
田
末
利
訳
注
『
儀
礼
Ⅴ
』
一
一
五
頁
「
（
北
を

上
と
し
て
）
酒
は
（
醴
の
）
南
に
あ
る
」
参
照
。

(
)

こ
れ
は
嘉
礼
で
も
同
じ
で
あ
る
。
西
を
上
手
と
す
る
場
合
は
「
玄
酒
在
西
」
（
士

22
冠
礼3

-
2
a

、
士
昏
礼4

-
1
0
b

）
「
有
玄
酒
在
西
」
（
郷
飲
酒
礼8

-
4
b

：
鄭
注4

b
9

「
玄
酒

在
西
、
上
也
。
」
）
「
左
玄
酒
」
（
郷
射1

1
-
3
a

：
鄭
注3

a
7

「
設
尊
者
北
面
、
西
曰
左
、

尚
之
也
。
」
）
、
南
を
上
手
と
す
る
場
合
は
「
左
玄
酒
」
（
燕
礼1

4
-
3
a

：
鄭
注3

b
1

「
玄

酒
在
南
。
」
）
「
酒
在
北
」
（
大
射1

6
-
8
a

）
。

(
)

士
冠
礼
「
経
」2

-
1
5
b

で
賓
に
醴
す
る
場
面
で
、
「
乃
醴
賓
、
以
壹
獻
之
禮
」
と
言

23
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
玄
酒
」
へ
の
言
及
が
無
い
の
は
礼
の
備
わ
ら
ざ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
)

士
冠
礼
「
経
」
に
お
い
て
「
醴
」
は
飲
用
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
「
醴
」
が
「
酒
」

24
に
置
き
換
わ
っ
て
も
、
こ
こ
に
「
玄
酒
」
を
加
え
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ

こ
に
「
玄
酒
」
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
酒
」
＋
「
玄
酒
」
の
セ
ッ
ト
を
自
明

視
す
る
も
の
の
作
為
に
か
か
る
と
思
わ
れ
る
。
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(
)

礼
運
→
礼
器
に
つ
い
て
は
、
前
者
で
は
い
ま
だ
「
禮
也
者
、
反
本
修
古
、
不
忘
其

25
初
者
也
」
（
礼
器
篇2

4
-
5
a

）
と
い
っ
た
定
式
化
が
な
さ
れ
て
い
な
い
点
か
ら
、
礼
器

→
郊
特
牲
に
つ
い
て
は
、
前
者
に
は
い
ま
だ
「
明
水
」
が
あ
ら
わ
れ
ず
、
「
報
」
か

ら
礼
を
と
ら
え
る
観
点
が
存
在
し
て
い
な
い
点
か
ら
判
断
し
た
。

(
)

郊
特
牲
篇
に
『
儀
礼
』
士
冠
礼
の
「
記
冠
義
」
の
部
分
や
楽
記
の
一
節
と
重
複
す

26
る
部
分
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
こ
の
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

（
付
記
）
本
研
究
は
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
基
盤
研
究
（

）
課
題
番
号
２
６
３
７

C

０
０
４
４
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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『
十
三
経
注
疏
』
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
嘉
慶
本
の
巻
数
―
葉
数
（a

：
表
／b

：
裏
）
行
数
の
形
で
示
す
。
巻
数
、
行
数
に
つ
い
て

(1)は
一
部
省
略
し
て
い
る
。

ま
た
『
礼
記
』
礼
運
疏2

1
-
1
2
b
5

「
大
古
無
酒
、
此
水
當
酒
所
用
」
参
照
。

(2)
『
孔
子
家
語
』
問
礼
篇
に
も
同
文
が
見
え
る
。

(3)
鄭
注1

2
a
1
0

「
粢
讀
爲
齊
、
聲
之
誤
也
」
参
照
。

(4)
礼
運
篇2

1
-
1
1
a

「
昔
者
先
王
未
有
宮
室
」
以
下
の
一
段
に
付
け
ら
れ
た
鄭
注1

1
a
7

「
此
上
古
之
時
也
」
参
照
。

(5)
『
武
内
義
雄
全
集
』
第
三
巻
「
礼
記
の
研
究
」
二
三
四
頁
。
武
内
説
は
邵
懿
辰
『
礼
経
通
論
』
「
論
聖
門
子
游
伝
礼
」
に
よ
る
が
、
邵
氏
は

(6)礼
運
を
子
游
の
作
、
礼
器
、
郊
特
牲
を
子
游
門
人
の
作
と
し
、
後
二
篇
が
も
と
一
篇
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る

ま
た
郊
特
牲
篇2

6
-
1
3
a

に
「
割
刀
之
用
、
而
鸞
刀
之
貴
、
貴
其
義
也
」
と
見
え
て
い
る
。

(7)
訳
文
は
原
田
種
成
校
閲
、
本
田
二
郎
著
『
周
礼
通
釈
下
』
（
秀
英
出
版
、
一
九
七
九
年
）
に
よ
る
。

(8)
「
羣
臣
畢
從
。
毛
叔
鄭
奉
明
水
、
衛
叔
傅
禮
。
」
『
史
記
』
周
本
紀
で
は
「
左
右
畢
從
。
毛
叔
鄭
奉
明
水
、
衛
康
叔
封
布
茲
」
、
同
・
斉
太
公

(9)世
家
で
は
「
羣
公
奉
明
水
、
衞
康
叔
封
布
采
席
」
と
な
っ
て
い
る
。

礼
器
篇
傍
線
部
の
「
生
」
「
成
」
は
と
も
に
耕
部
で
押
韻
し
て
い
る
が
、
楽
記
篇
の
「
始
」
は
之
部
で
押
韻
し
て
い
な
い
。
こ
れ
も
礼
器
篇

(10)の
表
現
が
よ
り
古
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『
荀
子
』
礼
論
篇
の
重
複
文
に
よ
り
補
う
。

(11)
以
下
、
『
儀
礼
』
に
つ
い
て
括
弧
を
付
け
て
「
経
」
「
記
」
と
記
す
も
の
は
今
本
に
お
け
る
経
／
記
の
区
分
で
は
な
く
、
各
篇
の
冒
頭
部
か

(12)ら
は
じ
ま
っ
て
始
終
一
貫
し
た
儀
式
の
次
第
を
記
し
た
部
分
を
「
経
」
、
そ
れ
以
外
の
部
分
を
「
記
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
区
分
に
つ

い
て
は
拙
稿
「
『
儀
礼
』
の
「
記
」
を
め
ぐ
る
一
考
察
」
（
『
東
洋
古
典
学
研
究
』
第
三
九
集
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。

訳
文
は
川
原
寿
市
『
儀
礼
釈
攷
』
第
二
冊
に
よ
る
。
ふ
り
が
な
は
一
部
省
略
。

(13)
士
昏
礼
二
一
八
頁
、
記
の
注
二
九
。

(14)
鄭
注6

a
7

「
側
猶
特
也
。
」

(15)

玄酒小考（末永）
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士
冠
礼
一
七
四
頁
、
注
一
三
三
。

(16)
前
掲
拙
稿
参
照
。

(17)
聘
礼
で
主
国
の
君
が
賓
に
礼
す
る
時
に
「
玄
酒
」
に
言
及
が
な
い
の
も
、
賓
が
た
だ
「
坐
啐
醴
」
（2

1
-
5
a

）
だ
け
だ
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

(18)
た
だ
し
、
士
冠
礼
「
記
」
（3-3b

／5a

）
、
有
司
徹
（49-2b

）
に
見
え
る
「
攝
酒
」
が
「
玄
酒
」
で
「
酒
」
を
薄
め
る
こ
と
で
あ
る
と
す

(19)れ
ば
、
「
酒
」
に
お
い
て
も
「
玄
酒
」
の
用
途
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

士
喪
礼
「
醴
酒
位
如
初
」
注3

7
-
4
a
6

。

(20)
既
夕
礼
記4

1
-
1
a

「
兩
甒
醴
酒
、
酒
在
南
」
は
南
北
方
向
に
並
べ
ら
れ
た
場
合
で
、
こ
の
場
合
は
北
が
上
手
に
な
る
。
池
田
訳
「
（
北
を
上

(21)と
し
て
）
酒
は
（
醴
の
）
南
に
あ
る
」
参
照
。

こ
れ
は
嘉
礼
で
も
同
じ
で
あ
る
。
西
を
上
手
と
す
る
場
合
は
「
玄
酒
在
西
」
（
士
冠
礼3

-
2
a

、
士
昏
礼4

-
1
0
b

）
「
有
玄
酒
在
西
」
（
郷
飲
酒

(22)礼8
-
4
b

：
鄭
注4

b
9

「
玄
酒
在
西
、
上
也
。
」
）
「
左
玄
酒
」
（
郷
射1

1
-
3
a

：
鄭
注3

a
7

「
設
尊
者
北
面
、
西
曰
左
、
尚
之
也
。
」
）
、
南
を
上
手
と
す

る
場
合
は
「
左
玄
酒
」
（
燕
礼1

4
-
3
a

：
鄭
注3
b
1

「
玄
酒
在
南
。
」
）
「
酒
在
北
」
（
大
射1

6
-
8
a

）
。

士
冠
礼
「
経
」2

-
1
5
b

で
賓
に
醴
す
る
場
面
で
、
「
乃
醴
賓
、
以
壹
獻
之
禮
」
と
言
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
玄
酒
」
へ
の
言
及
が

(23)無
い
の
は
礼
の
備
わ
ら
ざ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

士
冠
礼
「
経
」
に
お
い
て
「
醴
」
は
飲
用
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
「
醴
」
が
「
酒
」
に
置
き
換
わ
っ
て
も
、
こ
こ
に
「
玄
酒
」
を
加
え
る
必

(24)要
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
「
玄
酒
」
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
酒
」
＋
「
玄
酒
」
の
セ
ッ
ト
を
自
明
視
す
る
も
の
の
作
為
に
か
か

る
と
思
わ
れ
る
。

礼
運
→
礼
器
に
つ
い
て
は
、
前
者
で
は
い
ま
だ
「
禮
也
者
、
反
本
修
古
、
不
忘
其
初
者
也
」
（
礼
器
篇2

4
-
5
a

）
と
い
っ
た
定
式
化
が
な
さ

(25)れ
て
い
な
い
点
か
ら
、
礼
器
→
郊
特
牲
に
つ
い
て
は
、
前
者
に
は
い
ま
だ
「
明
水
」
が
あ
ら
わ
れ
ず
、
「
報
」
か
ら
礼
を
と
ら
え
る
観
点
が
存

在
し
て
い
な
い
点
か
ら
判
断
し
た
。

郊
特
牲
篇
に
『
儀
礼
』
士
冠
礼
の
「
記
冠
義
」
の
部
分
や
楽
記
の
一
節
と
重
複
す
る
部
分
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
こ
の
こ
と
を
如
実
に
示

(26)し
て
い
る
。
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（
付
記
）

玄酒小考（末永）


