
95

初
期
礼
学
資
料
と
し
て
の
『
礼
記
』
檀
弓
篇

末
永

高
康

『
礼
記
』
檀
弓
篇

に
残
さ
れ
た
喪
礼
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ
ソ
ー
ド

(1)

は
、
時
に
、
礼
が
生
成
さ
れ
る
そ
の
場
面
に
わ
れ
わ
れ
を
立
ち
会
わ
せ
て
く
れ

る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、

孔
子
之
喪
、
門
人
疑
所
服
。
子
貢
曰
、
「
昔
者
夫
子
之
喪
顏
淵
、
若
喪
子

而
無
服
、
喪
子
路
亦
然
。
請
喪
夫
子
、
若
喪
父
而
無
服
。
」

（
檀
弓
上7-17a

）
(2)

孔
子
の
喪
に
際
し
、
門
人
は
ど
の
よ
う
に
喪
に
服
す
る
か
に
つ
い
て
迷
っ
た
。

子
貢
は
言
っ
た
、
「
む
か
し
先
生
が
顏
淵
の
喪
に
服
さ
れ
た
時
は
、
子
の
喪
に

服
す
よ
う
に
さ
れ
た
が
喪
服
は
着
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
子
路
に
対
し
て
も
同

じ
で
あ
っ
た
。
先
生
の
喪
に
対
し
て
も
、
父
の
喪
に
服
す
よ
う
に
し
て
喪
服

は
着
け
な
い
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
が
ど
う
か

。
」

(3)

こ
れ
が
史
実
を
そ
の
ま
ま
に
伝
え
て
い
る
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
孔

子
が
没
す
る
以
前
に
は
師
の
喪
に
対
す
る
明
確
な
礼
の
規
定
が
な
か
っ
た
こ
と

、
孔
子
の
死
を
契
機
と
し
て
師
の
喪
に
対
す
る
礼
が
孔
子
後
学
の
手
に
よ
っ

(4)て
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う

。
そ
の
整
備
の
過
程
で
「
父

(5)

を
喪
す
る
が
若
く
し
て
服
す
る
無
し
」
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
師
に
対
す

る
「
心
喪
三
年
」
（
檀
弓
上6-3a

）
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
、

こ
れ
だ
け
で
は
、
喪
服
を
着
け
な
い
こ
と
と
喪
に
服
す
る
期
間
が
規
定
さ
れ
た

に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
服
喪
の
詳
細
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
檀
弓
上

篇7-18a

に
は
、

孔
子
之
喪
、
二
三
子
皆
絰
而
出
。
羣
居
則
絰
、
出
則
否
。

孔
子
の
喪
に
際
し
て
、
門
人
た
ち
は
み
な
喪
章
の
絰
を
付
け
て
外
出
し
た
。

学
友
の
喪
に
際
し
て
は
家
の
内
で
は
絰
を
付
け
た
が
、
外
出
す
る
時
は
付
け

な
か
っ
た
。

と
あ
る
。
ど
う
や
ら
孔
子
の
喪
に
際
し
て
、
弟
子
た
ち
は
外
出
時
も
「
絰
」
を

付
け
、
同
志
の
朋
友
に
対
す
る
服
喪
と
は
差
を
つ
け
て
い
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。

『
孔
子
家
語
』
終
記
解
で
は
、
こ
れ
を
上
に
引
い
た
檀
弓
篇
の
子
貢
の
語
に
続

く
形
で
、

於
是
弟
子
皆
弔
服
而
加
麻
、
出
有
所
之
、
則
由
絰
。
子
夏
曰
、
「
入
宜
絰

可
也
、
出
則
不
絰
。
」
子
游
曰
、
「
吾
聞
諸
夫
子
、
喪
朋
友
、
居
則
絰
、

出
則
否
。
喪
所
尊
、
雖
絰
而
出
、
可
也
。
」

そ
こ
で
弟
子
は
み
な
弔
服
を
付
け
て
麻
の
絰
を
加
え
、
外
に
出
か
け
て
い
く
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時
も
、
絰
を
付
け
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
子
夏
は
言
う
、
「
家
の
内
で
絰
を
付
け

る
の
が
よ
い
が
、
外
出
に
は
絰
を
付
け
る
べ
き
で
は
な
い
。
」
子
游
は
言
う
、

「
わ
た
し
は
先
生
か
ら
、
友
人
の
喪
に
際
し
て
は
、
家
の
内
で
は
絰
を
付
け
、

外
で
は
付
け
な
い
が
、
尊
敬
す
る
人
の
喪
に
際
し
て
は
、
絰
を
付
け
て
外
出

し
て
も
か
ま
わ
な
い
、
と
聞
い
て
い
る
。
」

と
記
し
て
い
て
、
「
絰
し
て
出
ず
」
の
形
が
決
ま
る
に
至
る
、
子
夏
と
子
游
の

議
論
を
載
せ
て
い
る
。
終
記
解
は
全
体
と
し
て
檀
弓
篇
所
載
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
孔
子
没
時
の
話
を
構
成
し
た
感
が
強
い
か
ら
、
こ
の
部
分
も

檀
弓
篇
に
基
づ
く
創
作
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
こ
れ
を
実
録
と
見
る
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
。
た
だ
、
「
絰
し
て
出
ず
」
の
形
が
決
ま
る
に
至
る
ま
で

に
、
孔
子
後
学
に
お
い
て
何
ら
か
の
議
論
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う

。
(6)

師
の
喪
に
服
す
る
と
い
う
こ
れ
ま
で
に
無
か
っ
た
喪
礼
の
形
を
新
た
に
作
り
出

し
て
い
く
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
何
も
議
論
が
起
こ
ら
な
か
っ
た
と
考
え
る

方
が
不
自
然
で
あ
る
。

師
へ
の
喪
礼
を
定
め
る
こ
の
議
論
の
過
程
に
お
い
て
、
友
へ
の
喪
礼
が
参
照

系
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
上
の
檀
弓
篇
の
記
述
は
示
唆
し
て
い
る
。
「
無
服
」

と
す
る
以
上
、
五
等
の
親
族
や
君
臣
関
係
な
ど
有
服
の
礼
を
直
接
の
参
照
系
と

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
く
無
服
で
あ
る
友
へ
の
喪
礼
が
選
ば
れ

た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
こ
と
は
師
へ
の
喪
礼
と
友
へ
の
喪
礼
と
を
対
に
す
る

思
考
を
導
く
こ
と
に
な
る
。
檀
弓
上
篇7-7b

に
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

伯
高
死
於
衛
、
赴
於
孔
子
。
孔
子
曰
、
「
吾
惡
乎
哭
諸
。
兄
弟
、
吾
哭
諸

廟
。
父
之
友
、
吾
哭
諸
廟
門
之
外
。
師
、
吾
哭
諸
寢
。
朋
友
、
吾
哭
諸

寢
門
之
外
。
所
知
、
吾
哭
諸
野
。
於
野
則
已
疏
、
於
寢
則
已
重
。
夫
由

賜
也
見
我
、
吾
哭
諸
賜
氏
。
」
遂
命
子
貢
爲
之
主
、
曰
、
「
爲
爾
哭
也
來

者
拜
之
、
知
伯
高
而
來
者
勿
拜
也
。
」

伯
高
が
衛
で
亡
く
な
り
、
孔
子
に
そ
の
死
が
伝
え
ら
れ
た
。
孔
子
は
言
う
、「
わ

た
し
は
ど
こ
で
彼
に
哭
し
た
も
の
か
。
兄
弟
に
は
、
わ
た
し
は
廟
で
哭
す
る
。

父
の
友
に
は
、
わ
た
し
は
廟
門
の
外
で
哭
す
る
。
師
に
は
、
わ
た
し
は
寝
で

哭
す
る
。
朋
友
に
は
、
わ
た
し
は
寝
門
の
外
で
哭
す
る
。
知
り
合
い
に
は
、

わ
た
し
は
野
で
哭
す
る
。
野
で
哭
す
る
の
は
よ
そ
よ
そ
し
い
し
、
寝
で
哭
す

る
の
は
重
々
し
す
ぎ
る
。
あ
の
人
と
は
賜
（
子
貢
）
に
よ
っ
て
知
り
合
っ
た

の
だ
か
ら
、
わ
た
し
は
子
貢
の
と
こ
ろ
で
哭
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
」
そ
こ
で

子
貢
に
命
じ
て
喪
主
を
務
め
さ
せ
、
「
あ
な
た
が
哭
す
る
の
で
弔
い
に
や
っ
て

来
た
者
に
は
拝
し
、
伯
高
の
知
合
い
で
弔
い
に
来
た
者
に
は
拝
さ
な
い
よ
う

に
」
と
言
っ
た
。

こ
れ
も
実
録
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
り
に
孔
子
が
伯
高
の
死
に
際
し
て
実
際

に
こ
の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
て
い
た
の
だ
と
し
て
も
、
傍
線
部
な
ど
は
あ
ま
り
に

説
明
的
で
、
孔
子
が
実
際
に
こ
の
よ
う
に
語
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
傍

線
部
に
類
似
し
た
規
定
は
、
奔
喪
篇

56-11a

で
無
服
の
者
に
対
す
る
哭
の
場

所
を
記
し
た
部
分
に
も
、

哭
父
之
黨
於
廟
、
母
妻
之
黨
於
寢
、
師
於
廟
門
外
、
朋
友
於
寢
門
外
、

所
識
於
野
張
帷
。

哭
は
、
父
の
一
族
に
は
廟
で
、
母
と
妻
の
一
族
に
は
寝
で
、
師
に
は
廟
門
の

外
で
、
朋
友
に
は
寝
門
の
外
で
、
知
り
合
い
に
は
野
に
帷
（
と
ば
り
）
を
設

け
て
行
う
。

と
見
え
て
い
る
。
師
を
含
め
た
無
服
の
者
に
対
す
る
喪
礼
が
整
備
さ
れ
て
い
く

過
程
で
こ
の
よ
う
な
規
定
が
導
き
出
さ
れ
、
そ
れ
を
取
り
入
れ
る
形
で
檀
弓
篇
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の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
両
篇
で
は
、
師
に
哭
す
る
場

所
が
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
と
も
に
師
・
友
を
対
に
す
る
形
で
哭
す
る
場
所

が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
く
、
師
・
友
を
対
に
す
る
思
考

の
下
で
こ
の
規
定
が
組
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

こ
こ
で
、
師
に
哭
す
る
場
所
が
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
何
を
廟
・
寝
に
当
て

る
か
の
基
準
が
両
者
で
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
檀
弓
篇
の
場
合
は
、
沈
重
が
「
事

の
父
に
由
る
者
に
は
、
之
を
廟
に
哭
す
。
事
の
己
に
由
る
者
に
は
、
則
ち
之
を

寝
に
哭
す
」
（
奔
喪
疏

56-11b5

引
く
）
と
言
う
原
理
に
従
っ
て
で
あ
ろ
う
、

兄
弟
と
父
の
友
を
廟
に
、
師
と
朋
友
を
寝
に
割
り
当
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
門
の
内

外
で
等
差
づ
け
る
の
に
対
し
、
奔
喪
篇
の
場
合
は
、
父
党
を
廟
に
母
党
を
寝
に

割
り
当
て
た
が
た
め
に
、
師
・
友
が
と
も
に
門
外
に
押
し
出
さ
れ
る
形
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る

。
注
目
す
べ
き
は
、
師
と
異
な
り
、
友
に
哭
す
る
場
所
が

(7)

両
者
で
共
通
し
て
い
る
こ
と
で

、
こ
れ
も
ま
た
友
へ
の
喪
礼
を
基
準
と
し
て

(8)

師
へ
の
喪
礼
が
導
か
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
檀
弓
篇
の

記
述
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
師
へ
の
喪
礼
が
整
備
さ
れ
て
い
く
過
程
を
、

不
完
全
な
が
ら
も
追
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

檀
弓
篇
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
吉
本
道
雅
「
檀
弓
考
」
（
『
古
代
文
化
』

四
四
巻
、
一
九
九
二
年
）
が
そ
の
言
語
的
特
性
お
よ
び
他
書
の
重
複
文
と
の
比

較
か
ら
「
『
論
語
』
『
孟
子
』
の
中
間
、
ほ
ぼ
前
４
世
紀
中
葉
に
断
代
」
し
て

い
る
。
今
本
『
礼
記
』
の
檀
弓
下
篇
に
は
、
「
喪
禮
、
哀
戚
之
至
也
」
（9-10b
）

よ
り
「
孔
子
善
殷
」（9-18b

）
に
至
る
一
段
―
―
喪
礼
の
義
を
説
き
、『
礼
記
』

冠
義
篇
以
下
六
篇
と
同
じ
性
格
を
有
す
る
―
―
の
よ
う
に
別
資
料
の
混
入
が
見

え
る
し
、
個
々
に
独
立
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
集
積
す
る
と
い
う
そ
の
形
式
は
、

ど
う
し
て
も
後
の
付
加
を
被
り
や
す
い
。
よ
っ
て
、
今
本
の
檀
弓
篇
の
す
べ
て

を
た
だ
ち
に
「
ほ
ぼ
前
４
世
紀
中
葉
」
の
も
の
と
し
て
扱
い
得
る
か
に
つ
い
て

は
疑
問
が
残
る
も
の
の
、
後
の
付
加
で
あ
る
こ
と
の
疑
念
の
高
い
部
分
を
除
い

て
は
、
そ
こ
に
納
め
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
多
く
は
比
較
的
古
い
時
代
に
―
―

七
十
子
や
そ
の
弟
子
あ
た
り
の
手
に
よ
っ
て
―
―
集
め
ら
れ
た
も
の
と
さ
し
あ

た
り
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
こ
れ
を
作
業
仮
設
と
し
て
檀
弓

篇
を
取
り
扱
う
こ
と
は
許
さ
れ
る
と
思
う
。
以
下
、
こ
の
篇
に
含
ま
れ
る
弔
問

の
礼
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
主
た
る
題
材
と
し
て
、
孔
子
後
学
に
お
け
る
初

期
の
礼
学
の
展
開
の
一
端
を
う
か
が
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
こ
こ
で
特
に

弔
礼
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
檀
弓
篇
に
は
弔
問
の
場
面
に
お
け
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
比
較
的
豊
富
に
取
ら
れ
て
お
り

、
議
論
の
材
料
が
他
に
比
し
て
得
や
す
い

(9)

か
ら
で
あ
る
。

＊
＊
＊
＊
＊

さ
て
、
友
へ
の
喪
礼
を
参
照
系
と
し
て
師
へ
の
喪
礼
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た

こ
と
を
上
に
示
し
た
が
、
こ
れ
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
そ
の
段
階
で
友
へ
の
喪

礼
が
あ
る
程
度
定
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
檀
弓
上
篇
に
は
次
の
よ
く
似

た
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
さ
れ
て
い
る
。

公
儀
仲
子
之
喪
、
檀
弓
免
焉
。
仲
子
舍
其
孫
而
立
其
子
。
檀
弓
曰
、
「
何

居
、
我
未
之
前
聞
也
。
」
趨
而
就
子
服
伯
子
於
門
右
、
曰
、
「
仲
子
舍
其

孫
而
立
其
子
、
何
也
。
」
伯
子
曰
、
「
仲
子
亦
猶
行
古
之
道
也
。
昔
者
文

王
舍
伯
邑
考
而
立
武
王
、
微
子
舍
其
孫
腯
而
立
衍
也
。
夫
仲
子
亦
猶
行
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古
之
道
也
。
」
子
游
問
諸
孔
子
。
孔
子
曰
、
「
否
、
立
孫
。
」
（6-1a

）

公
儀
仲
子
の
喪
に
際
し
、
檀
弓
は
（
わ
ざ
と
）
免
し
て
弔
問
し
た
。
仲
子
が

嫡
孫
を
で
は
な
く
庶
子
を
後
継
ぎ
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
檀
弓
は
言
っ
た
、「
何

た
る
こ
と
だ
、
こ
の
よ
う
な
話
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
」
小
走
り
に
門
の
右

に
い
た
子
服
伯
子
の
と
こ
ろ
に
行
き
、
檀
弓
は
た
ず
ね
た
、
「
仲
子
は
嫡
孫
を

で
は
な
く
庶
子
を
後
継
ぎ
と
し
た
が
、
ど
う
し
て
か
。
」
伯
子
は
答
え
た
、
「
仲

子
も
ま
た
い
に
し
え
の
道
を
行
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
む
か
し
文
王
は
伯
邑

考
を
で
は
な
く
武
王
を
後
継
ぎ
と
し
、
微
子
は
そ
の
孫
の
腯
を
で
は
な
く
子

の
衍
を
後
継
ぎ
と
し
た
。
仲
子
も
ま
た
こ
の
い
に
し
え
の
道
を
行
わ
れ
た
の

で
し
ょ
う
。
」
子
游
が
こ
の
こ
と
を
孔
子
に
た
ず
ね
た
。
孔
子
は
答
え
た
、
「
い

や
、
孫
を
立
て
る
べ
き
だ
。
」

司
寇
惠
子
之
喪
、
子
游
爲
之
麻
衰
牡
麻
絰
。
文
子
辭
曰
、
「
子
辱
與
彌
牟

之
弟
游
、
又
辱
爲
之
服
、
敢
辭
。
」
子
游
曰
、
「
禮
也
。
」
文
子
退
反
哭
、

子
游
趨
而
就
諸
臣
之
位
。
文
子
又
辭
曰
、
「
子
辱
與
彌
牟
之
弟
游
、
又
辱

爲
之
服
、
又
辱
臨
其
喪
、
敢
辭
。
」
子
游
曰
、
「
固
以
請
。
」
文
子
退
、
扶

適
子
南
面
而
立
曰
、
「
子
辱
與
彌
牟
之
弟
游
、
又
辱
爲
之
服
、
又
辱
臨
其

喪
、
虎
也
敢
不
復
位
。
」
子
游
趨
而
就
客
位
。
（7-21b

）

司
寇
恵
子
の
喪
に
際
し
、
子
游
は
（
わ
ざ
と
）
麻
衰
を
着
て
牡
麻
絰
を
付
け

て
弔
問
し
た
。
（
恵
子
の
兄
の
）
文
子
が
辞
退
し
て
言
っ
た
、
「
か
た
じ
け
な

く
も
あ
な
た
は
（
わ
た
く
し
）
彌
牟
の
弟
と
お
付
き
合
い
い
た
だ
き
、
ま
た

か
た
じ
け
な
く
も
喪
服
を
お
着
け
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
（
そ
の
喪
服
は
）
あ

え
て
ご
辞
退
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
」
子
游
は
答
え
た
、
「
礼
で
す
か
ら
。
」

文
子
が
し
り
ぞ
い
て
自
分
の
位
に
も
ど
り
哭
す
る
と
、
子
游
は
小
走
り
に
諸

臣
の
位
に
就
い
た
。
文
子
は
ま
た
辞
退
し
て
言
っ
た
、
「
か
た
じ
け
な
く
も
あ

な
た
は
彌
牟
の
弟
と
お
付
き
合
い
い
た
だ
き
、
ま
た
か
た
じ
け
な
く
も
喪
服

を
お
着
け
く
だ
り
、
ま
た
か
た
じ
け
な
く
も
ご
弔
問
た
ま
わ
り
ま
し
た
が
、（
諸

臣
の
位
に
就
く
こ
と
は
）
あ
え
て
ご
辞
退
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
」
子
游
は

答
え
た
、
「
是
非
と
も
お
願
い
し
た
い
。
」
文
子
は
し
り
ぞ
き
、
嫡
子
の
介
添

え
を
し
て
南
面
し
て
立
た
せ
て
言
っ
た
、
「
か
た
じ
け
な
く
も
あ
な
た
は
彌
牟

の
弟
と
お
付
き
合
い
い
た
だ
き
、
ま
た
か
た
じ
け
な
く
も
喪
服
を
お
着
け
く

だ
り
、
ま
た
か
た
じ
け
な
く
も
ご
弔
問
た
ま
わ
り
ま
し
た
。
（
後
継
ぎ
の
）
虎

が
喪
主
の
位
に
も
ど
ら
な
い
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
」
子
游
は
小
走
り
に

客
位
に
就
い
た
。

い
ず
れ
も
友
へ
の
弔
問
に
お
い
て
、
敢
え
て
非
礼
を
行
う
こ
と
で
、
嫡
孫
を
後

継
ぎ
に
立
て
な
か
っ
た
こ
と
を
非
難
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
檀
弓
の
場
合

は
「
免
」
し
て
い
た
こ
と
、
子
游
の
場
合
は
「
麻
衰
牡
麻
絰
」
が
非
礼
に
当
た

る

。
い
ま
、
こ
れ
ら
が
実
録
で
あ
る
か
否
か
は
問
わ
な
い
こ
と
と
し
て
、
こ

(10)
れ
ら
が
非
礼
で
あ
り
、
そ
れ
を
敢
え
て
す
る
こ
と
が
非
難
の
表
現
と
な
り
得
る

こ
と
を
読
者
が
理
解
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
記
録
が
許
さ
れ
る
ほ
ど
に
は
、

当
時
、
友
へ
の
弔
服
と
し
て
何
が
適
礼
で
あ
り
何
が
非
礼
で
あ
る
か
に
つ
い
て

の
共
通
理
解
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。

こ
の
う
ち
檀
弓
の
「
免
」
が
非
礼
で
あ
る
こ
と
は
、
『
儀
礼
』
喪
服
記34-1a

に
「
朋
友
皆
な
他
邦
に
在
れ
ば
袒
し
免
す
、
帰
れ
ば
則
ち
已
む
」
と
あ
る
の
と

合
致
し
て
い
る
。
喪
服
記34-1b

は
「
朋
友
に
は
、
麻
す
」
と
言
う
の
み
で
、

そ
の
弔
服
の
詳
細
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
喪
服
記
に
記
さ
れ
た
上
の
規

定
は
、
朋
友
に
は
「
免
」
し
な
い
の
が
常
礼
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
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「
（
袒
）
免
」
が
許
さ
れ
る
例
外
規
定
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が

後
出
の
規
定
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
鄭
玄
は
喪
服
記
を
引
い
て
檀
弓

の
「
免
」
の
非
礼
を
証
す
る
も
の
の
（6-1a7

）
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
採
録
さ

れ
た
段
階
で
、
喪
服
記
の
規
定
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
文
王
世
子
篇20-21b

で
も
、
「
族
の
相
ひ
為
に
す

る
や
、
宜
し
く
弔
す
べ
く
し
て
弔
せ
ず
、
宜
し
く
免
す
べ
く
し
て
免
せ
ざ
れ
ば
、

有
司
之
を
罰
す
」
と
「
弔
」
（
無
服
）
と
「
免
」
（
有
服
）
が
対
比
的
に
用
い

ら
れ
て
い
て
、
「
免
」
の
有
無
が
有
服
・
無
服
を
分
け
る
表
徴
と
さ
れ
て
い
る

か
ら
、
無
服
の
友
に
「
免
」
す
る
の
が
非
礼
で
あ
る
こ
と
は
、
孔
子
後
学
に
お

い
て
ほ
ぼ
共
通
し
た
理
解
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

問
題
は
子
游
の
「
麻
衰
牡
麻
絰
」
で
あ
る
。
『
儀
礼
』
喪
服
で
も
、
「
牡
麻

絰
」
は
小
功
以
上
の
喪
服
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

こ
れ
を
弔
服
に
用
い
る
の
が
「
重
服

」
の
非
礼
で
あ
る
の
は
よ
い
と
し
て
、

(11)

よ
く
わ
か
ら
な
い
の
は
「
麻
衰
」
で
あ
る
。
こ
の
語
は
経
典
類
で
は
こ
こ
に
し

か
見
え
な
い
。
鄭
玄
は
こ
れ
に
「
吉
服
の
布
を
以
て
衰
を
為
る
」
（21b2

）
と

注
し
、
疏
は
こ
れ
を
『
礼
記
』
間
伝57-11a

な
ど
に
見
え
る
「
麻
衣
」
―
―

鄭
玄
は
「
十
五
升
布
」
と
す
る

―
―
に
当
て
る
。
が
、
そ
う
す
る
と
朋
友
へ

(12)

の
弔
服
と
さ
れ
る
「
疑
衰
十
四
升

」
よ
り
も
き
め
の
細
か
い
服
を
着
る
こ
と

(13)

に
な
っ
て
「
重
服
」
と
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
疏
は
、
こ
こ
で
「
重
服
」
と
さ
れ

る
の
は
あ
く
ま
で
「
牡
麻
絰
」
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
す
る

。
し
か
し
、
そ
れ

(14)

な
ら
ば
檀
弓
篇
の
記
者
は
「
子
游
為
之
牡
麻
絰
」
と
だ
け
記
せ
ば
よ
い
の
で
あ

っ
て
、
「
麻
衣
」
を
こ
こ
に
書
き
加
え
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
が
常
礼
と
異
な

る
か
ら
こ
そ
、
記
者
は
そ
れ
を
記
す
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
孫
希
旦
な
ど
は
逆
に

「
麻
衣
」
は
「
軽
服
」
だ
か
ら
非
礼
と
な
る
と
解
し
て
い
く
の
で
あ
る

。
(15)

だ
が
、
こ
れ
ら
の
議
論
は
そ
の
前
提
に
問
題
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
朋
友
へ

の
弔
服
を
「
疑
衰
」
と
す
る
の
は
、
喪
服
記
の
鄭
注

に
よ
る
が
、
「
疑
衰
」

(16)

の
語
は
経
典
類
で
は
『
周
礼
』
春
官
・
司
服

21-10b

に
「
凡
そ
弔
事
に
は
弁

絰
服
。
…12a

王
は
三
公
六
卿
の
為
に
錫
衰
し
、
諸
侯
の
為
に
緦
衰
し
、
大
夫

士
の
為
に
疑
衰
す
。
其
の
首
服
は
皆
な
弁
絰
あ
り
」
と
一
見
す
る
に
過
ぎ
な
い
。

鄭
玄
は
こ
の
「
錫
衰
」
以
下
を
「
君
は
臣
の
為
に
弔
服
を
服
す
」
（12a4

）
と

弔
服
と
解
し
、
「
錫
衰
」
に
つ
い
て
は
、
『
礼
記
』
に
「
公
は
卿
大
夫
の
為
に

錫
衰
し
て
以
て
居
り
、
出
ず
る
も
亦
た
之
（
か
く
）
の
如
し
。
事
に
当
た
れ
ば

則
ち
弁
絰
す
。
大
夫
相
ひ
為
に
す
る
も
亦
た
然
り
」
（
服
問
篇57-3a

）
、
「
諸
侯

弔
す
る
に
、
必
ず
皮
弁
・
錫
衰
す
」
（
喪
服
小
記
篇

33-11a

）
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
れ
を
諸
侯
卿
大
夫
に
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
て
、
「
諸
侯
、
卿
及
び
大
夫
も
亦

た
錫
衰
を
以
て
弔
服
と
為
し
、
事
に
当
た
れ
ば
乃
ち
弁
絰
し
、
否
（
し
か
）
せ

ざ
れ
ば
則
ち
皮
弁
し
、
天
子
を
辟
く
」
（
喪
服
注

34-1b6

）
と
し
、
さ
ら
に
士

の
喪
服
に
「
緦
麻
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
「
緦
衰
」
と
同
一
視
し
て
士

に
も
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
て
「
士
は
緦
衰
を
以
て
喪
服
と
為
し
、
其
の
弔
服
は
則
ち

疑
衰
な
り
」
（
喪
服
注34-1b7

）
と
し
、
こ
の
士
の
弔
服
を
朋
友
へ
の
弔
服
に

当
て
る
わ
け
で
あ
る
。

鄭
玄
の
よ
う
に
三
礼
が
一
つ
の
体
系
を
な
す
と
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ

う
に
で
も
解
す
る
以
外
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
檀
弓
篇
の
記
者
が
、
朋
友

へ
の
弔
服
を
「
疑
衰
」
と
し
て
い
た
か
ど
う
か
、
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。
鄭

玄
が
弔
服
と
す
る
「
錫
衰
」
、
「
緦
衰
」
、
「
疑
衰
」
の
内
、
後
二
者
が
司
服
職

に
し
か
見
え
な
い
こ
と
か
ら
し
て

、
そ
の
思
い
を
強
く
さ
せ
ら
れ
る
が
、
「
錫

(17)

初期礼学資料としての『礼記』檀弓篇（末永）
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衰
」
に
し
て
も
、
上
に
引
い
た
三
例
を
除
け
ば
、
経
典
類
で
は
『
儀
礼
』
喪
服

記34-6a

に
「
大
夫
、
命
婦
を
弔
す
る
に
、
錫
衰
す
。
命
婦
、
大
夫
を
弔
す
る

も
、
亦
た
錫
衰
す
。
伝
に
曰
く
、
…
」
と
見
え
る
の
み
で
あ
る
。
布
地
と
し
て

の
「
錫
」
を
含
め
て
も
、
雑
記
上
篇41-7a

の
「
朝
服
は
十
五
升
、
其
の
半
を

去
り
て
緦
と
す
、
灰
を
加
ふ
れ
ば
錫
な
り
」
が
加
わ
る
に
過
ぎ
な
い
。

『
儀
礼
』
喪
服
の
経
は
、
五
等
の
喪
服
に
関
す
る
記
事
を
記
す
も
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
こ
に
弔
服
に
つ
い
て
の
記
載
が
な
い
の
は
よ
い
と
し
て
、
そ
の
記

で
も
弔
服
を
記
す
の
は
、
「
朋
友
に
は
、
麻
す
」
と
上
に
引
い
た
「
大
夫
」
と

「
命
婦
」
の
場
合
に
限
ら
れ
る
。
士
喪
礼
等
の
喪
礼
に
関
す
る
篇
に
お
い
て
も
、

弔
問
客
た
る
「
賓
」
の
服
を
記
す
部
分
は
見
え
な
い
し
、
君
が
特
段
の
恩
賜
も

て
大
斂
に
臨
む
場
合
（
士
喪
礼37-7b
～
）
で
も
、
そ
の
弔
服
が
記
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
。
喪
礼
を
除
け
ば
『
儀
礼
』
で
弔
問
の
場
面
が
出
て
く
る
の
は
聘
礼

（24-1a

～
）
で
聘
使
等
が
訪
問
国
内
で
没
し
た
場
合
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ

で
も
主
国
の
君
が
着
け
る
弔
服
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
。
『
儀
礼
』
で
は
そ

の
礼
の
主
要
な
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
服
装
に
何
等
か
の
記
載
が
あ
る
の
が
通
例
で
あ

る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。
そ
れ
が
自
明
で
あ
っ
た
か
ら
記
さ
れ
て
い

な
い
可
能
性
も
あ
る
が

、
『
儀
礼
』
の
経
・
記
の
作
者
に
弔
服
に
つ
い
て
明

(18)

確
に
規
定
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
無
か
っ
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
喪
服
記
に

し
て
も
、
そ
れ
を
体
系
付
け
て
記
そ
う
と
す
る
も
の
で
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
喪
服
伝
に
な
る
と
、

緦
者
十
五
升
、
抽
其
半
、
有
事
其
縷
、
無
事
其
布
、
曰
緦
。
（33-5b

）

錫
者
十
五
升
、
抽
其
半
、
無
事
其
縷
、
有
事
其
布
、
曰
錫
。
（34-6b

）

（
訳
は
省
略
）

と
、
明
ら
か
に
「
緦
」
と
「
錫
」
と
を
関
連
付
け
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
上

に
引
い
た
雑
記
上
篇
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
喪
服
伝
や
雑
記
篇
の
作
者
が

「
錫
衰
」
、
「
緦
衰
」
、
「
疑
衰
」
と
い
う
弔
服
の
ラ
ン
ク
の
存
在
を
知
っ
て
い

た
の
で
あ
れ
ば
、
「
疑
（
衰
）
」
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
特
に
、
友
へ
の
弔
服
が
「
疑
衰
」
で
あ
る
と
喪
服
伝
の
作
者
が
理
解
し

て
い
た
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
「
朋
友
に
は
、
麻
す
」
に
何
も
伝
を
付
け
な
っ

た
の
か
、
ど
う
に
も
不
可
解
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
司
服
職
の
記
述
に
従
え

ば
「
錫
衰
」
→
「
緦
衰
」
→
「
疑
衰
」
の
順
で
吉
服
に
近
づ
い
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
は
ず
な
の
に
、
雑
記
篇
で
は
「
緦
」
に
さ
ら
に
手
を
加
え
た
も
の

が
「
錫
」
と
な
っ
て
い
て
、
「
錫
衰
」
の
方
が
吉
服
に
近
く
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る

。
喪
服
伝
も
、
「
其
の
縷
に
事
有
り
」
「
其
の
布
に
事
有
り
」
の
「
事
」

(19)

が
具
体
的
に
何
を
行
う
こ
と
な
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
の

、
喪
服
よ
り

(20)

も
弔
服
の
方
が
重
い
と
は
考
え
難
い
か
ら
、
「
錫
衰
」
の
方
が
吉
服
に
近
い
と

考
え
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
と
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
こ
れ
ら
の
作

者
が
司
服
職
に
見
え
る
弔
服
の
規
定
を
知
っ
て
い
た
と
は
想
定
し
が
た
い
の
で

あ
る
。
や
は
り
『
周
礼
』
の
記
事
は
や
や
系
統
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
、

『
儀
礼
』
や
上
に
挙
げ
た
『
礼
記
』
の
各
篇
の
作
者
た
ち
が
理
解
し
て
い
た
の

は
、
大
夫
以
上
に
は
「
錫
衰
」
と
呼
ば
れ
る
弔
服
が
あ
る
と
い
う
こ
と
＋
α
ま

で
で
あ
っ
て
、
そ
の
＋
α
に
は
「
錫
衰
」
、
「
緦
衰
」
、
「
疑
衰
」
と
い
う
弔
服

の
ラ
ン
ク
ま
で
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
な
る
と
、
彼
ら
が
友
へ
の
弔
服
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
が
再
び

問
題
と
な
る
が
、
こ
こ
で
参
考
に
す
べ
き
は
、
『
論
語
』
郷
党
篇

10-6a

に
見

え
る
「
羔
裘
玄
冠
、
以
て
弔
せ
ず
」
の
記
載
で
あ
ろ
う
。
檀
弓
上
篇8-13a

は
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こ
れ
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
取
っ
て
い
る
。

夫
子
曰
、
「
始
死
、
羔
裘
玄
冠
者
、
易
之
而
已
。
」
羔
裘
玄
冠
、
夫
子
不

以
弔
。

孔
子
は
言
う
、
「
人
が
亡
く
な
っ
た
当
初
、
羔
裘
と
玄
冠
は
、
こ
れ
を
着
替
え

る
も
の
だ
。
」
羔
裘
と
玄
冠
を
着
け
て
は
、
孔
子
は
弔
問
さ
れ
な
か
っ
た
。

孔
子
が
「
羔
裘
玄
冠
」
の
朝
服
を
弔
服
と
し
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
鄭

玄
な
ど
は
こ
れ
を
根
拠
に
、
士
の
弔
服
を
「
素
委
貌
冠
し
て
、
朝
服
に
加
ふ
」

と
す
る
旧
説
に
対
し
て
、
「
何
の
朝
服
か
之
れ
有
ら
ん
や
」
と
そ
れ
を
退
け
て

い
る
（
喪
服
注

34-1b7

）
。
し
か
し
、
郷
党
篇
の
こ
の
部
分
の
記
事
は
、
孔
子

の
す
ぐ
れ
た
ふ
る
ま
い
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
こ
れ
が
一
般
の
行
い

で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
が
記
録
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ
て
こ
の
記
事
は
、

逆
に
、
孔
子
の
当
時
、
他
の
人
々
が
「
羔
裘
玄
冠
」
を
弔
服
と
し
て
い
た
こ
と

を
暗
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
を
弔
服
と
す
る
こ
と
が
明
確

に
礼
に
反
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
以
て
弔
せ
ず
」
は
当
然
の
こ
と
と
な
っ

て
、
そ
れ
が
異
と
さ
れ
て
郷
党
篇
に
取
ら
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

よ
っ
て
孔
子
の
当
時
に
お
い
て
、
「
羔
裘
玄
冠
」
を
弔
服
と
す
る
こ
と
は
、
特

に
非
礼
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
は
弔
意
が
十
分
に
示
さ
れ
な
い
と

し
て
、
孔
子
は
そ
れ
を
弔
服
と
は
し
な
か
っ
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
「
羔
裘
玄
冠
」
を
弔
服
と
し
た
場
合
、
そ
の
ま
ま
で
は
外
見

上
吉
事
と
何
も
変
わ
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
吉
事
と
異
な
る
こ
と
を
示

す
も
の
と
し
て
「
絰
」
が
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
服
装

を
改
め
る
こ
と
な
く
、
た
だ
喪
章
を
つ
け
て
葬
儀
に
参
列
す
る
の
と
同
じ
で
あ

る
。
あ
る
い
は
大
夫
以
上
に
は
「
錫
衰
」
と
呼
ば
れ
る
専
用
の
弔
服
が
す
で
に

存
在
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
士
に
は
弔
問
用
の
特
別
な
服
な
ど
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
檀
弓
篇
の
段
階
で
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
。
た
だ
檀
弓
篇
で
は
、
こ
れ
が
「
始
死
」
時
の
変
服
と
結
び
付
け
ら
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
「
羔
裘
玄
冠
」
を
弔
服
と
し
て
不
適
と
見
る
方
向
に
よ
り
傾
い

て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
が
『
孔
子
家
語
』
曲
礼
子
夏
問
篇
に
な
る

と
、

季
桓
子
死
、
魯
大
夫
朝
服
而
弔
。
子
游
問
於
孔
子
曰
、
「
禮
乎
。
」
夫
子

不
荅
。
他
日
又
問
。
夫
子
曰
、
「
始
死
、
則
羔
裘
玄
冠
者
、
易
之
而
已
。

汝
何
疑
焉
。
」

季
桓
子
が
亡
く
な
り
、
魯
の
大
夫
が
朝
服
の
ま
ま
弔
問
し
た
。
子
游
は
孔
子

に
た
ず
ね
て
行
っ
た
、
「
礼
に
か
な
っ
て
い
ま
す
か
。
」
夫
子
は
荅
え
な
か
っ

た
。
他
日
に
ま
た
ず
ね
る
と
、
孔
子
は
答
え
た
、
「
人
が
亡
く
な
っ
た
当
初
、

羔
裘
と
玄
冠
は
、
こ
れ
を
着
替
え
る
も
の
。
お
ま
え
を
何
を
迷
っ
て
い
る
の

か
。
」

と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
作
り
変
え
ら
れ
て
、
「
朝
服
し
て
弔
す
」
が
完
全
に
非

礼
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

。
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
家
語
』
の
こ
の
文
章

(21)

の
後
出
を
示
す
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
根
拠
に
し
て
、
檀
弓
篇
の
段

階
で
「
朝
服
し
て
弔
す
」
が
非
礼
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。こ

の
よ
う
に
、
檀
弓
篇
の
段
階
で
は
弔
問
の
服
装
に
関
し
て
、
軽
服
（
吉

服
）
の
方
向
に
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
制
限
が
か
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
の

よ
う
で
あ
る
が
、
逆
に
重
服
の
方
向
に
対
し
て
は
厳
し
く
制
限
が
か
け
ら
れ
て

い
る
。
檀
弓
の
「
免
」
が
非
礼
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
有
服
者
と
同
じ
形
に

な
る
か
ら
で
あ
り
、
子
游
の
「
牡
麻
絰
」
も
同
様
で
あ
る
。
無
服
者
は
決
し
て

初期礼学資料としての『礼記』檀弓篇（末永）
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有
服
者
と
同
列
に
並
ん
で
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
子
游
の
「
麻
衰
」

も
、
そ
れ
が
無
服
の
弔
問
者
の
域
を
超
え
て
、
有
服
者
の
域
に
入
っ
て
し
ま
っ

た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
他
に
手
が
か
り
に
な
る
用
例
が

な
い
か
ら
こ
れ
以
上
の
詮
索
は
で
き
な
い
も
の
の
、
「
緦
麻
」
以
上
の
服
の
い

ず
れ
か
の
別
称
、
ま
た
は
「
緦
麻
」
以
上
の
服
の
総
称
と
し
て
「
麻
衰
」
の
語

が
用
い
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

＊
＊
＊
＊
＊

さ
て
、
檀
弓
の
「
免
」
が
弔
服
と
し
て
非
礼
と
さ
れ
る
の
を
見
る
時
、
想

起
さ
れ
る
の
が
婦
人
の
弔
服
に
関
す
る
次
の
記
載
で
あ
る
。

魯
婦
人
之
髽
而
弔
也
、
自
敗
於
臺
鮐
始
也
。
（6-19b

）

魯
の
婦
人
が
「
髽
」
の
ま
ま
で
弔
問
す
る
の
は
、
（
魯
が
）
臺
鮐
の
戦
い
で
敗

れ
た
時
に
始
ま
る
。

檀
弓
篇
に
し
ば
し
ば
見
え
る
、
礼
（
ま
た
は
非
礼
）
の
起
源
に
つ
い
て
の
記
述

の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
「
臺
鮐
」
と
は
、
鄭
玄19b9

が
「
臺
鮐
に
敗
れ
し
は
、

魯
の
襄
四
年
の
秋
な
り
。
臺
、
当
に
壷
に
為
る
べ
し
。
字
の
誤
り
な
り
」
と
注

す
る
よ
う
に
、
襄
公
四
年
の
「
壺
鮐
（
狐
駘
）
」
の
戦
の
こ
と
で
、
同
年
の
『
春

秋
左
氏
伝
』29-26a

に
も
「
狐
駘
に
敗
る
。
国
人
の
喪
を
逆
ふ
る
者
皆
な
髽
す
。

魯
、
是
に
於
て
か
始
め
て
髽
す
」
と
あ
る

。
こ
の
檀
弓
篇
の
記
述
を
信
じ
る

(22)

な
ら
ば
、
襄
公
四
年
（
前
五
六
九
）
以
後
、
魯
の
婦
人
は
「
髽
」
し
て
弔
し
て

い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
「
髽
」
に
つ
い
て
は
、
檀
弓
篇
で
は
上
の
条
に
引
き
続
い
て
、

南
宮
絳
之
妻
之
姑
之
喪
、
夫
子
誨
之
髽
曰
、
「
爾
毋
從
從
爾
、
爾
毋
扈
扈

爾
。
蓋
榛
以
爲
笄
、
長
尺
、
而
總
八
寸
。
」
（6-20b

）

南
宮
絳
の
妻
が
姑
の
喪
に
服
す
る
に
際
し
、
孔
子
が
髽
の
こ
と
を
教
え
て
言

っ
た
、
「
高
す
ぎ
る
の
も
い
け
な
い
し
、
広
す
ぎ
る
の
も
い
け
な
い
。
榛
の
木

で
笄
（
こ
う
が
い
）
を
つ
く
り
、
長
さ
は
一
尺
、
そ
の
総
（
ふ
さ
）
は
八
寸

で
よ
か
ろ
う
。
」

と
孔
子
が
「
姑
の
喪
」
に
お
け
る
「
髽
」
の
法
を
説
い
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
し

て
い
る
か
ら
、
檀
弓
篇
の
段
階
で
こ
れ
が
喪
服
（
の
首
服
）
と
見
ら
れ
て
い
た

の
は
確
か
で
あ
る
。
上
の
「
髽
」
し
て
弔
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
示
し
て
い
る
の
は
、「
壷
鮐
」
の
敗
戦
で
戦
死
し
た
男
子
が
多
す
ぎ
て
、「
髽
」

し
て
喪
に
服
す
婦
人
で
あ
ふ
れ
、
彼
女
ら
が
互
い
に
服
を
改
め
る
こ
と
な
く
弔

問
し
た
の
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
「
髽
」
し
て
弔
す
る
こ
と
が
魯
で
定
着
し

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
中
に
特
に
非
難
の
語
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
失

礼
の
事
を
論
ず
」
と
い
う
疏6-20a1

の
理
解
に
従
っ
て
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
般
の
魯
人
が
こ
の
新
た
な
風
習
に
無
批
判
に
従
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
録
す
る
も
の
は
そ
れ
が
古
礼
に
異
な
る
と
し
て
批
判
す
る
の

で
あ
る
。

こ
の
檀
弓
篇
の
文
章
で
は
、
そ
の
批
判
の
理
由
は
単
に
「
古
礼
と
異
な
る
新

た
な
風
習
だ
か
ら
」
と
い
う
点
に
止
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
れ
を

男
子
の
「
免
」
し
て
弔
す
る
非
礼
と
並
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
批
判
の
理

由
を
更
に
見
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
男
子
が
喪
服
で
弔
問

す
る
の
が
非
礼
で
あ
る
の
と
同
様
、
婦
人
が
喪
服
で
弔
問
す
る
の
も
非
礼
で
あ

る
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
自
明
の
理
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

「
髽
」
し
て
弔
す
る
風
習
に
従
う
一
般
の
魯
人
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
理
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屈
を
考
え
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
礼
を
単
な
る
習
俗
と
し
て
そ

れ
に
従
う
も
の
に
と
っ
て
は
、
「
免
」
し
て
弔
す
る
の
が
非
礼
で
あ
り
、
「
髽
」

し
て
弔
す
る
の
が
適
礼
で
あ
っ
て
も
そ
れ
で
一
向
に
か
ま
わ
な
い
。
そ
れ
が
習

わ
し
で
あ
り
、
男
と
女
と
で
は
違
う
と
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
れ

を
「
そ
れ
で
よ
い
」
と
せ
ず
、
「
な
ぜ
そ
の
よ
う
で
あ
る
の
か
」
を
問
い
、
さ

ら
に
「
い
か
に
あ
る
べ
き
か
」
を
考
え
る
と
こ
ろ
に
礼
の
学
が
存
す
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
実
際
、
孔
子
後
学
は
そ
の
方
向
に
進
ん
で
い
く
。

こ
の
「
免
」
と
「
髽
」
に
つ
い
て
は
、
『
儀
礼
』
士
喪
礼36-13b

で
は
、
小

斂
後
の
変
服
を
記
す
部
分
で
「
主
人
、
髺
髮
し
、
袒
し
、
衆
主
人
、
房
に
免
す
」

と
対
に
す
る
形
で
「
婦
人
、
室
に
髽
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
男
子
が
斬
衰
の

主
人
の
「
髺
髮
」
と
、
斉
衰
以
下
の
衆
主
人
の
「
免
」
に
分
か
れ
て
い
る
か
ら
、

こ
れ
は
必
ず
し
も
「
免
」
と
「
髽
」
を
対
に
す
る
も
の
で
は
な
い
の
か
も
知
れ

な
い
が
、
喪
服
小
記32-1a

に
到
る
と
「
男
子
冠
し
て
婦
人
筓
し
、
男
子
免
し

て
婦
人
髽
す
。
其
の
義
、
男
子
た
れ
ば
則
ち
免
し
、
婦
人
た
れ
ば
則
ち
髽
す
」

と
さ
れ
て
い
て
男
子
の
「
免
」
と
婦
人
の
「
髽
」
を
対
に
す
る
思
考
が
明
確
に

示
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
思
考
を
前
提
と
す
れ
ば
、
「
免
」
し
て
弔
す
る

の
が
非
礼
で
あ
る
以
上
、
「
髽
」
し
て
弔
す
る
の
も
ま
た
非
礼
で
あ
る
と
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
直
ち
に
理
論
づ
け
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
檀
弓
篇
の

記
者
が
こ
こ
ま
で
明
確
に
「
免
」
と
「
髽
」
を
対
に
す
る
思
考
を
す
で
に
有
し

て
い
た
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。

孔
子
が
「
髽
」
の
法
を
説
い
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
―
―
そ
れ
が
実
録
で
あ
る

か
否
か
は
問
わ
な
い
と
し
て
―
―
、
そ
の
礼
が
ま
だ
檀
弓
篇
の
段
階
で
十
分
に

整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
蓋
」
字
を
冠
し
て
、
孔
子

に
そ
の
法
を
語
ら
せ
て
い
る
こ
と
に
も
こ
れ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
「
髽
」
に
つ
い
て
は
『
儀
礼
』
喪
服
経

29-4b

で
「
女
子
子
」
の
斬
衰

の
髪
型
と
さ
れ
、
そ
の
伝6a

に
「
緫
は
六
升
、
長
さ
六
寸
。
箭
の
笄
は
長
さ

尺
、
吉
笄
は
尺
二
寸
」
と
そ
の
法
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
檀
弓
篇
の

「
蓋
し
榛
以
て
笄
と
為
し
、
長
さ
尺
に
し
て
、
総
は
八
寸
」
は
斉
衰
に
お
け
る

法
で
あ
る
と
通
常
は
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、（
エ
ピ
ソ
ー
ド
中
の
）

孔
子
が
喪
服
伝
と
同
等
の
規
定
を
念
頭
に
お
い
て
、
斉
衰
に
お
け
る
法
を
導
い

た
と
解
す
る
も
の
で
あ
る

。
「
姑
の
喪
」
の
時
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

(23)

を
斉
衰
の
「
髽
」
と
見
る
こ
と
に
不
可
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
檀
弓
篇
の
段
階

で
、
喪
服
伝
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
斬
衰
の
「
髽
」
の
規
定
が
存
在
し
て
い

た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

『
儀
礼
』
喪
服
記34-7a

に
は
「
婦
の
舅
姑
の
為
に
す
る
は
、
悪
笄
に
首
有

り
て
以
て
髽
す
」
と
あ
っ
て
、
婦
が
舅
姑
に
服
す
る
際
の
「
髽
」
で
は
「
悪
笄
」

を
用
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
伝7b

は
今
本
で
は
「
悪
笄
と
は
、
櫛

笄
な
り
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
「
櫛
」
が
檀
弓
篇
に
言
わ
れ
る
「
榛
」

の
音
転
で
あ
る
こ
と
は
つ
と
に
敖
継
公
が
疑
っ
て
お
り

、
武
威
漢
簡
『
儀
礼
』

(24)

も
敖
氏
の
推
測
を
支
持
し
て
い
る

。
喪
服
記
と
檀
弓
篇
の
先
後
は
見
定
め
が

(25)

た
い
が
、
喪
服
伝
が
「
悪
笄
」
を
「
榛
笄
」
に
解
す
る
の
は
、
檀
弓
篇
を
利
用

し
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
、
な
ら
ば
、
同
じ
く
喪
服
伝
に
見
え
る
斬
衰
の
「
髽
」

の
規
定
も
、
む
し
ろ
檀
弓
篇
の
「
髽
」
の
法
を
斉
衰
の
そ
れ
と
見
て
、
そ
こ
か

ら
導
か
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
檀
弓
篇
で
孔
子
の
語
る
「
爾
（
な

ん
じ
）
従
従
爾
た
る
毋
れ
、
爾
扈
扈
爾
た
る
毋
れ
」
は
、
斬
衰
と
の
違
い
を
明

ら
か
に
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
「
髽
」
の
髪
型
一
般
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
よ

う
に
も
見
え
る
か
ら

、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
斬
衰
の
「
髽
」
も
含
め
て
、
そ

(26)
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の
礼
が
十
分
に
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
り
に
、
斬

衰
の
「
髽
」
の
詳
細
が
こ
の
段
階
で
定
め
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
斉
衰
の

「
髽
」
の
法
が
明
ら
か
で
な
か
っ
た
こ
と
を
檀
弓
篇
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
示
し
て

い
る
か
ら
、
こ
の
段
階
で
婦
人
の
「
髽
」
に
関
す
る
礼
が
い
ま
だ
十
分
に
整
備

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
「
髽
」
の
礼
が
そ
れ
ほ

ど
明
確
で
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
段
階
で
は
、
「
免
」
と
「
髽
」
を
対

に
す
る
思
考
も
ま
た
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
の
が
穏
当

で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
「
髽
」
で
の
弔
問
を
非
と
す
る
こ
と
を
含
め
て
、
喪

礼
を
整
備
し
て
い
く
過
程
の
中
で
、
「
免
」
と
「
髽
」
の
対
が
次
第
に
明
確
に

意
識
さ
れ
、
喪
服
小
記
篇
の
よ
う
な
記
載
が
導
か
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

い
ま
そ
の
過
程
を
具
体
的
に
描
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
こ
の

「
免
」
と
「
髽
」
を
対
に
す
る
思
考
と
、
小
斂
後
の
変
服
が
大
き
く
か
か
わ
っ

て
い
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
喪
主
を
除
く
男
子
が
「
免
」
し
婦
人
が

「
髽
」
す
る
か
ら
で
あ
る

。
こ
の
「
髽
」
の
方
は
措
く
と
し
て
、
こ
の
「
免
」

(27)

の
有
無
が
有
服
・
無
服
を
分
け
る
表
徴
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
上
に
示
し
た
通

り
で
あ
る
。
こ
の
小
斂
後
の
変
服
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
友
へ
の
弔
服
に
も
関
係

し
て
く
る
よ
う
で
、
檀
弓
篇
で
は
ま
た
次
の
よ
く
似
た
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

取
ら
れ
て
い
る

。
(28)

曾
子
襲
裘
而
弔
、
子
游
裼
裘
而
弔
。
曾
子
指
子
游
而
示
人
曰
、
「
夫
夫
(29)

也
爲
習
於
禮
者
、
如
之
何
其
裼
裘
而
弔
也
。
」
主
人
既
小
斂
、
袒
、
括
髮
。

子
游
趨
而
出
、
襲
裘
帶
絰
而
入
。
曾
子
曰
、
「
我
過
矣
、
我
過
矣
、
夫
夫

是
也
。
」
（
檀
弓
上7-20a

）

曾
子
は
裘
の
上
に
重
ね
着
し
て
弔
問
し
、
子
游
は
肩
脱
ぎ
し
て
裘
を
あ
ら
わ

し
て
弔
問
し
た
。
曾
子
は
子
游
を
指
さ
し
て
人
に
示
し
て
言
っ
た
、
「
あ
の
人

は
礼
に
習
熟
し
て
い
る
と
い
う
が
、
ど
う
し
て
肩
脱
ぎ
し
て
裘
を
あ
ら
わ
し

て
弔
問
す
る
の
か
。
」
喪
主
が
既
に
小
斂
し
、
肩
脱
ぎ
し
て
、
く
く
り
髮
に
す

る
と
、
子
游
は
小
走
り
に
出
て
、
裘
の
上
に
重
ね
着
し
て
腰
帯
と
首
絰
を
付

け
て
入
っ
た
。
曾
子
は
言
っ
た
、
「
わ
た
し
が
間
違
っ
て
い
た
、
わ
た
し
が
間

違
っ
て
い
た
。
あ
の
人
が
正
し
い
。
」

衛
司
徒
敬
子
死
、
子
夏
弔
焉
、
主
人
未
小
斂
、
絰
而
往
。
子
游
弔
焉
、

主
人
既
小
斂
、
子
游
出
、
絰
反
哭
。
子
夏
曰
、
「
聞
之
也
與
。
」
曰
、
「
聞

諸
夫
子
、
主
人
未
改
服
、
則
不
絰
。
」
（
檀
弓
下9-22b

）

衛
の
司
徒
敬
子
が
亡
く
な
り
、
子
夏
が
弔
問
し
た
。
喪
主
は
ま
だ
小
斂
を
終

え
て
い
な
か
っ
た
が
、
（
子
夏
は
）
絰
を
付
け
て
行
っ
た
。
子
游
も
弔
問
し
た

が
、
喪
主
が
既
に
小
斂
を
終
え
て
か
ら
、
子
游
は
出
て
い
き
、
絰
を
付
け
て

か
ら
も
ど
っ
て
哭
し
た
。
子
夏
は
尋
ね
た
、
「
そ
う
す
る
こ
と
を
（
ど
こ
で
）

聞
い
た
の
か
。
」
（
子
游
は
）
答
え
た
、
「
先
生
か
ら
う
か
が
い
ま
し
た
、
喪
主

が
ま
だ
服
を
改
め
な
け
れ
ば
、
絰
を
付
け
な
い
と
。
」

弔
問
時
に
お
い
て
、
「
裼
裘
」
か
ら
「
襲
裘
」
に
切
り
替
え
る
タ
イ
ミ
ン
グ
や

「
絰
」
を
付
け
る
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
曾
子
や
子
夏
が
理
解
し
て
い
な
か
っ

た
の
に
対
し
、
子
游
が
そ
れ
を
正
し
く
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー

ド
で
あ
る
。
こ
れ
が
実
録
で
あ
れ
ば
、
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
弔
問
用
の
服
飾
を

す
る
か
に
つ
い
て
、
七
十
子
の
間
に
共
通
理
解
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
孔

門
の
中
で
さ
え
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
時
の
一
般
の
人
々
に
お
い
て
は
言
う

ま
で
も
な
い
こ
と
で
、
小
斂
後
の
喪
主
の
変
服
に
あ
わ
せ
て
、
弔
問
の
服
飾
に

変
え
る
と
い
う
礼
な
ど
、
も
と
も
と
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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子
游
の
伝
聞
が
信
頼
で
き
る
の
で
あ
れ
ば

、
孔
子
が
「
主
人
未
だ
服
を
改
め

(30)

ざ
れ
ば
、
則
ち
絰
せ
ず
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
礼
が
導
か
れ

て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
虚
構
で
あ
っ
た
場
合
は
な
お
さ

ら
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
礼
の
規
定
を
新
た
に
付
け
加
え
る
こ
と
を
企
図
す

る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
組
み
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
も
礼
が
整
備
さ
れ
て
い
く
過
程
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

『
儀
礼
』
士
喪
礼
に
よ
れ
ば
、
喪
主
が
「
襲
」
し
て
「
絰
」
を
つ
け
る
の
は
小

斂
後
で
あ
る
か
ら

、
弔
問
客
が
そ
れ
に
先
立
っ
て
「
襲
」
し
た
り
「
絰
」
を

(31)

つ
け
た
り
す
る
の
は
お
か
し
い
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る

。
(32)

弔
服
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
喪
大
記44-10b

に
「
弔
者
、
裘
を
襲
（
か
さ
）

ね
、
武
、
帯
絰
を
加
ふ

」
と
あ
り
、
そ
の
注10b9

で
鄭
玄
は
「
始
死
」
に
は

(33)

吉
時
と
同
じ
「
朝
服
し
て
裘
を
裼
し
」
、
小
斂
後
に
は
「
冠
を
改
め
ず
」
に
「
（
裘

を
）
襲
ね
て
」
、
「
吉
冠
の
巻
」
で
あ
る
「
武
と
帯
絰
と
を
加
え
」
、
そ
し
て
―

―
こ
の
部
分
の
注
に
は
直
接
に
記
載
し
て
い
な
い
が
―
―
主
人
が
「
成
服
」
し

た
後
は
「
疑
衰
」
で
弔
す
る
と
し
て
い
る
。
礼
経
の
互
い
に
異
な
る
記
載
を
変

服
の
各
段
階
に
配
す
る
こ
と
で
整
合
さ
せ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
諸
経
を
統

一
的
に
解
釈
す
る
た
め
の
一
つ
の
便
法
で
は
あ
ろ
う
が
、
相
互
に
矛
盾
す
る
礼

制
を
形
式
的
に
三
代
に
割
り
振
る
の
と
同
様
、
礼
制
の
変
化
―
―
こ
こ
で
は
弔

礼
の
完
備
化
―
―
の
過
程
を
ま
っ
た
く
無
視
し
て
い
る
。
弔
礼
が
完
備
化
さ
れ

て
い
く
過
程
の
詳
細
を
追
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
士
の
友
へ
の
弔
服
に
つ
い

て
言
え
ば
、
喪
服
で
弔
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
の
吉
服
と
同
じ
服

装
で
た
だ
喪
章
と
し
て
の
「
絰
」
を
付
け
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
て
い
た
だ
け
の
段

階
か
ら
、
「
羔
裘
玄
冠
」
の
弔
服
は
改
め
て
素
冠
を
付
け
る
べ
し
と
さ
れ
る
段

階
を
経
て
、
さ
ら
に
主
人
の
変
服
に
合
わ
せ
て
弔
服
も
変
ず
る
べ
き
で
あ
る
と

す
る
段
階
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
う
。
ま
た
、
こ
れ
と
並
行
し
て
、

「
疑
衰
」
を
士
の
弔
服
と
す
る
考
え
が
こ
こ
に
加
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

檀
弓
篇
の
弔
問
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
眺
め
て
い
く
と
こ
の
よ
う
に
考
え
る

の
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

＊
＊
＊
＊
＊

さ
て
、
こ
こ
ま
で
友
へ
の
弔
問
を
中
心
に
、
檀
弓
篇
に
見
え
る
弔
服
に
ま
つ

わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
い
く
つ
か
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
弔
服
の
礼
が
整
備
さ
れ

て
い
く
過
程
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ

こ
に
は
同
時
に
、
檀
弓
篇
を
用
い
て
初
期
礼
学
の
展
開
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ

と
の
難
し
さ
も
示
さ
れ
て
い
よ
う
。
そ
も
そ
も
檀
弓
篇
の
記
者
が
記
録
し
て
い

る
の
は
、
彼
ら
の
関
心
を
引
い
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
け
で
あ
る

。
本
論
が
弔
問

(34)

の
礼
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
檀
弓
篇
で
の
記
載
が
比
較
的
豊
富
だ
か
ら
で
あ
る

が
、
弔
問
の
場
面
が
多
く
取
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
も
、
―
―
弔
問
の
形
で
喪

に
接
す
る
機
会
が
多
い
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
―
―
、
弔
礼
が
当
時
い
ま
だ

固
定
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
故
に
、
そ
れ
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
多
く
記

者
の
目
に
止
ま
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ
ろ
う
。
他
方
、
記
者
に
と
っ
て
常
識
的

な
も
の
が
彼
ら
の
関
心
を
引
く
こ
と
は
な
い
か
ら
、
彼
ら
が
常
礼
と
考
え
る
も

の
が
檀
弓
篇
に
詳
述
さ
れ
る
こ
と
は
基
本
的
に
な
い
。
記
者
の
目
に
止
ま
っ
た

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
事
態
の
背
後
に
、
間
接
的
に
彼
ら
の
考
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え
る
常
礼
の
す
が
た
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
常

礼
の
す
が
た
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
限
り
、
礼
の
規
定
の
変
遷
や
、
そ
の
完
備

化
の
過
程
を
追
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
こ
れ
が
直
接
に
記
さ
れ
て
い
な
い

分
、
檀
弓
篇
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
あ
つ
か
い
が
難
し
く
な
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
初
期
礼
学
の
展
開
に
つ
い
て
檀
弓
篇
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
貴
重

な
情
報
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
り
、
弔
礼
と
い
う
ご
く
限
ら
れ

た
範
囲
に
つ
い
て
は
、
本
論
が
す
で
に
そ
れ
を
論
じ
た
。
同
様
の
議
論
は
他
の

礼
に
お
い
て
も
可
能
で
あ
り
、
た
と
え
ば
上
に
引
用
し
た
「
夫
子
曰
く
、
始
め

て
死
す
る
に
、
羔
裘
玄
冠
は
、
之
を
易
ふ
る
の
み
」
な
ど
は
始
死
の
変
服
に
つ

い
て
の
一
つ
の
考
え
方
を
伝
え
て
い
る
。
他
方
、
『
儀
礼
』
士
喪
礼
に
は
始
死

の
変
服
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
規
定
が
な
く
、
こ
れ
が
問
喪
篇

56-14a

に
な

る
と
「
親
始
め
て
死
す
れ
ば
、
雞
斯
し
徒
跣
し
、
上
衽
を
扱
（
さ
し
は
さ
）
み
、

手
を
交
へ
て
哭
す
」
と
そ
の
具
体
的
な
規
定
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
士
喪

礼
に
こ
の
規
定
が
な
い
こ
と
か
ら
、
た
だ
ち
に
、
こ
の
礼
が
記
さ
れ
た
当
時
に

始
死
の
変
服
が
な
か
っ
た
と
断
じ
て
し
ま
う
の
は
危
険
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
が

明
記
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
士
喪
礼
の
作
者
が
始
死
の
変
服
に
そ
れ

ほ
ど
注
意
を
払
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
が
檀
弓
篇
に
記

さ
れ
た
孔
子
の
言
葉
―
―
そ
れ
が
孔
子
そ
の
人
に
帰
せ
ら
れ
る
か
は
問
わ
な
い

―
―
な
ど
に
う
な
が
さ
れ
て
問
喪
篇
の
よ
う
な
規
定
が
導
か
れ
る
に
至
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
鄭
玄
な
ど
は
問
喪
篇
の
こ
の
部
分
を
用
い
て
士
喪
礼
に
注
を
付
け

て
い
く
が
、
そ
れ
が
士
喪
礼
の
作
者
が
思
い
描
い
て
い
た
礼
を
説
明
す
る
も
の

と
し
て
ど
れ
だ
け
妥
当
で
あ
る
の
か
疑
わ
し
い
の
で
あ
る
。

鄭
玄
を
代
表
と
し
て
過
去
の
礼
学
者
の
議
論
は
諸
経
の
記
述
を
統
合
し
て

一
つ
の
礼
の
体
系
を
求
め
て
い
く
傾
向
が
強
い
が
、
こ
れ
で
は
諸
経
を
構
成
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
が
次
第
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
を
無
視
し
て
し
ま
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
過
去
に
蓄
積
さ
れ
た
礼
学
の
議
論
は
貴
重
な
遺
産
で
は
あ
る

も
の
の
、
初
期
礼
学
の
過
程
が
再
現
さ
れ
る
方
向
で
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
解

体
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
論
は
そ
の
さ
さ
や
か
な
試
み
の
一
つ
で

あ
り
、
こ
の
よ
う
な
試
み
の
積
み
上
げ
の
上
に
先
秦
礼
学
史
が
組
み
上
げ
ら
れ

る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

注（
１
）
以
下
『
礼
記
』
の
諸
篇
に
つ
い
て
は
、
書
名
を
省
略
し
て
篇
名
の
み
を
挙
げ
る
。

（
２
）
十
三
経
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
阮
刻
本
の
巻
・
葉
・
行
数
を
巻
数
―
葉
数

（a

：
表
／b

：
裏
）
行
数
の
形
で
示
す
（
た
だ
し
、
巻
数
・
行
数
は
省
略
し
た
部

分
が
あ
る
）
。

（
３
）
『
礼
記
』
の
訳
文
に
つ
い
て
は
、
竹
内
照
夫
『
礼
記
（
上
中
下
）
』
（
明
治
書
院

・
新
釈
漢
文
大
系
）
、
お
よ
び
市
原
亨
吉
・
今
井
清
・
鈴
木
隆
一
『
礼
記
（
上
中
下
）
』

（
集
英
社
・
全
釈
漢
文
大
系
）
を
参
照
し
た
。

（
４
）
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
こ
で
の
子
貢
の
言
葉
は
、
当
時
は
ま
だ
弟
子
の
喪
に
対
す

る
明
確
な
礼
の
規
定
が
な
か
っ
た
こ
と
、
孔
子
が
顔
淵
や
子
路
の
喪
に
服
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
形
が
規
定
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
も
暗
示
し
て
い
る
。

（
５
）
疏7-14a8

は
『
儀
礼
』
に
師
の
喪
に
対
す
る
規
定
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、「
依

禮
、
喪
師
無
服
、
其
事
分
明
」
と
言
い
、
こ
こ
で
門
人
が
疑
っ
た
の
は
「
以
夫
子

聖
人
、
與
凡
師
不
等
、
當
應
特
加
喪
禮
、
故
疑
所
服
」
と
し
て
、
こ
れ
を
聖
人
孔

子
に
対
す
る
特
例
と
見
る
。
あ
る
い
は
そ
う
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
檀
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弓
上
篇
の
別
の
箇
所
で
は
、
親
に
対
す
る
「
致
喪
三
年
」
（6-2b

）
、
君
に
対
す
る

「
方
喪
三
年
」
（3a

）
と
並
列
さ
れ
る
形
で
、
師
に
対
す
る
「
心
喪
三
年
」
（3a

）

が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
条
が
記
さ
れ
た
段
階
で
は
、
こ
れ
が
す
で
に
師
一
般
に

拡
大
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）
檀
弓
篇
の
「
二
三
子
皆
絰
而
出
」
が
事
実
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う

な
も
の
と
し
て
二
三
子
の
服
喪
を
描
く
に
至
る
過
程
に
お
い
て
、
師
へ
の
服
喪
の

形
に
つ
い
て
の
孔
子
後
学
の
議
論
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。

（
７
）
鄭
玄
は
檀
弓
篇
の
そ
れ
を
殷
礼
、
奔
喪
篇
の
そ
れ
を
周
礼
と
す
る
が
（
檀
弓
疏

7-8a4

引
く
『
鄭
志
』
参
照
）
、
も
と
よ
り
信
頼
で
き
る
も
の
で
な
い
。
な
お
奔
喪

篇
鄭
注11a4

引
く
『
逸
奔
喪
礼
』
で
は
「
哭
父
族
與
母
黨
於
廟
、
妻
之
黨
於
寢
、

朋
友
於
寢
門
外
、
壹
哭
而
已
、
不
踊
」
と
な
っ
て
お
り
、
両
者
と
は
ま
た
異
な
っ

て
い
る
。

（
８
）
朋
友
へ
の
哭
の
場
所
に
つ
い
て
は
喪
服
小
記33-5b
に
も
「
哭
朋
友
者
、
於
門

外
之
右
南
面
」
と
あ
る
。

（
９
）
『
礼
記
逐
字
索
引
』
（
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
九
二
年
）
の
分
章
に
よ
れ
ば
、

檀
弓
上
下
篇
全
一
八
八
章
の
内
、
「
弔
」
字
の
見
え
る
章
は
計
二
四
章
あ
る
。

（

）
後
者
の
場
合
は
さ
ら
に
諸
臣
の
位
に
就
く
こ
と
が
非
礼
と
な
る
。

10
（

）
檀
弓
上
篇
鄭
注7-21b2

「
惠
子
廢
適
立
庶
、
爲
之
重
服
以
譏
之
」
参
照
。

11
（

）
間
伝
注57-11a8

。

12
（

）
『
周
礼
』
春
官
・
司
服
鄭
注21-12a5

。

13
（

）
「
今
子
游
麻
衰
、
乃
吉
服
十
五
升
、
輕
於
弔
服
、
而
云
重
服
以
譏
之
者
、
據
牡

14

麻
絰
爲
重
。
」
（7-22a7

）

（

）
孫
希
旦
『
礼
記
集
解
』
「
士
弔
服
疑
衰
、
麻
衰
視
疑
衰
爲
輕
。
…
子
游
以
惠
子

15
廢
適
立
庶
、
故
特
爲
輕
衰
重
絰
以
譏
之
。
」

（

）
「
朋
友
之
相
爲
服
、
即
士
弔
服
、
疑
衰
素
裳
。
」
（34-1b9

）

16
（

）
「
緦
衰
」
が
「
緦
麻
」
と
同
一
視
で
き
た
と
し
て
も
、
弔
服
と
し
て
の
「
緦
麻

17
（
衰
）
」
は
他
に
は
見
え
な
い
。

（

）
『
儀
礼
』
士
虞
礼42-4a

に
「
主
人
及
兄
弟
如
葬
服
、
賓
執
事
者
如
弔
服
」
と
あ

18
り
、
「
弔
服
」
が
何
で
あ
る
の
か
は
自
明
な
も
の
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
な

お
『
儀
礼
』
（
の
み
な
ら
ず
経
典
類
）
で
「
弔
服
」
の
語
が
見
え
る
の
は
こ
こ
だ
け

で
あ
る
。

（

）
『
儀
礼
』
喪
服
伝28-5b

で
斬
衰
の
冠
の
布
地
に
つ
い
て
「
鍛
而
勿
灰
」
と
言
わ

19
れ
て
お
り
、
「
灰
を
加
え
（
て
漂
白
す
）
る
」
こ
と
が
、
吉
服
に
近
づ
く
も
の
で
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（

）
こ
の
「
事
」
に
つ
い
て
は
、
川
原
寿
市
『
儀
礼
釈
攷
』
（
喪
服
下
）
四
五
〇
頁
、

20
注
６
１
が
鄭
注
を
駁
し
て
斬
新
な
解
釈
を
示
さ
れ
て
い
る
が
、
論
者
は
そ
の
説
の

当
否
を
断
ず
る
力
を
持
た
な
い
。

（

）
こ
れ
は
大
夫
で
あ
っ
た
か
ら
非
礼
と
さ
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
末
尾

21
に
加
え
ら
れ
た
孔
子
の
言
葉
か
ら
す
る
と
、
そ
も
そ
も
「
羔
裘
玄
冠
」
で
弔
す
る

こ
と
が
非
難
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

（

）
こ
こ
で
『
左
伝
』
が
「
弔
」
を
言
わ
な
い
こ
と
か
ら
、
宇
野
精
一
「
礼
記
檀
弓

22
篇
の
性
格
」
（
『
宇
野
精
一
著
作
集
』
第
二
巻
、
明
治
書
院
、
一
九
八
六
年
所
収
。

初期礼学資料としての『礼記』檀弓篇（末永）
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も
と
、『
東
京
支
那
学
報
』
一
号
、
一
九
五
五
年
）
は
、『
左
伝
』
の
記
事
を
「
髽
」

の
起
源
を
記
す
も
の
と
し
、
「
従
っ
て
記
事
の
順
序
と
し
て
は
、
左
伝
が
古
く
、
次

に
礼
の
記
録
、
檀
弓
は
一
番
後
に
位
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
判
断
さ
れ
て

い
る
。
事
柄
の
順
序
と
し
て
は
「
髽
」
の
制
度
が
成
立
し
、
そ
れ
が
正
礼
に
組
み

入
れ
ら
れ
、
そ
の
正
礼
が
崩
さ
れ
る
、
の
順
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
が

直
ち
に
文
献
の
成
立
の
順
序
を
示
す
と
は
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
措
く
と

し
て
も
、
『
左
伝
』
の
記
述
を
「
髽
」
の
起
源
を
記
す
も
の
と
見
る
と
、
ど
う
し
て

戦
死
の
男
子
が
増
え
る
と
女
子
が
「
髽
」
も
て
喪
に
服
す
る
の
か
が
不
可
解
で
、

そ
れ
ゆ
え
で
あ
ろ
う
、
杜
預29-26a10

も
「
遭
喪
者
多
、
故
不
能
備
凶
服
、
髽

而
已
」
と
注
し
て
、
首
服
の
「
髽
」
の
み
で
喪
に
服
し
た
も
の
と
解
し
て
お
り
、

疏26b6

は
さ
ら
に
「
於
時
魯
師
大
敗
、
遭
喪
者
多
、
婦
人
迎
子
迎
夫
、
不
能
備

其
凶
服
、
唯
髽
而
已
。
同
路
迎
喪
、
以
髽
相
弔
」
と
檀
弓
篇
と
の
調
和
を
図
っ
て

い
る
。

こ
こ
で
も
し
『
左
伝
』
の
記
述
を
「
髽
」
の
起
源
を
記
す
も
の
し
、
敗
戦
時
の

混
乱
に
「
髽
」
の
起
源
を
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
法
は
簡
便
な
も
の
、
す
な
わ
ち

よ
り
吉
服
に
近
い
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
吉
服
に
近
く
て
且
つ
死
者
へ

の
哀
悼
の
意
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
は
弔
服
に
如
く
は
な
い
か
ら
、
敗
戦
時
の

混
乱
に
喪
服
（
の
首
服
）
と
し
て
「
髽
」
が
用
い
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
弔
服
の
「
髽
」

が
喪
服
の
代
用
に
さ
れ
た
と
い
う
の
が
、
最
も
あ
り
得
べ
き
事
態
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
が
正
解
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
檀
弓
篇
の
記
述
は
、
も
と
も
と
弔
服
で
あ
っ
た

「
髽
」
が
喪
服
に
代
用
さ
れ
た
の
を
知
ら
ず
に
、
「
髽
」
が
本
来
の
喪
服
で
あ
る
と

勘
違
い
し
た
上
で
、
こ
れ
を
弔
服
と
し
て
用
い
て
い
る
の
を
非
と
し
た
も
の
と
な

る
。
た
だ
、
檀
弓
篇
の
段
階
で
男
子
（
士
）
に
弔
服
用
の
特
別
な
服
が
定
ま
っ
て

い
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
れ
に
先
立
つ
段
階
で
婦
人
の
弔

服
が
定
ま
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
喪
服
に
代
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
た
と

は
思
え
な
い
。
こ
こ
で
は
『
左
伝
』
が
「
弔
」
を
落
と
し
た
か
、
「
弔
」
字
が
無
く

て
も
、
そ
こ
に
「
弔
」
の
義
が
含
ま
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
あ
る
い

は
「
逆
喪
」
と
い
う
表
現
（
『
左
伝
』
の
こ
の
部
分
に
し
か
見
え
な
い
）
で
、
弔
問

を
も
含
意
さ
せ
た
か
。

（

）
檀
弓
篇
の
記
述
で
は
、
「
蓋
」
以
下
が
、
孔
子
言
に
属
す
る
か
否
か
必
ず
し
も

23
明
確
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
檀
弓
疏6-21b4

が
「
故
夫
子
稱
蓋
以
疑
之
」
と
、

こ
れ
を
孔
子
言
に
帰
し
て
い
る
の
に
従
う
。

（

）
『
儀
礼
集
説
』11-83a

「
此
傳
所
謂
櫛
者
、
疑
則
彼
（
＝
檀
弓
篇
）
之
榛
也
。

24
蓋
聲
相
近
而
轉
爲
櫛
耳
。
」
（
巻
葉
数
は
康
煕
十
九
年
刊
の
『
通
志
堂
経
解
』
所
収

本
に
よ
る
）
。

（

）
沈
文
倬
「
《
礼
》
漢
簡
異
文
釈
（
一
）
」
（
『
文
史
』
第
三
三
輯
、
一
九
九
〇
年
）

25
の
第116

条
「
乙
本
同
。
今
本
“
｛
木
〓
｝
”
作
“
櫛
”
。
…
漢
碑
爭
作
“
〓
”
、
則

“
｛
木
〓
｝
”
即

“
｛
木
爭
｝
”
字
。
字
書
無
“
｛
木
爭
｝
”
、
與
“
榛
”
聲
近
假
借
、

如
《
毛
詩
》
之
“
螓
首
”
、
《
説
文
》
作
“

首
”
。
」
参
照
。
〓
は
「
爭
」
の
「
爪
」

を
「
日
」
に
置
き
換
え
た
も
の
。｛
木
〇
｝
は
〇
を
旁
と
す
る
木
偏
の
文
字
を
示
す
。

『
詩
』
は
衛
風
・
碩
人3.2-16b

、
『
説
文
』
は
頁
部
「

」
字
。

（

）
ち
な
み
に
『
儀
礼
』
士
喪
礼
注36-13b8

で
は
、
「
髽
」
そ
の
も
の
を
説
明
す

26
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る
も
の
と
し
て
、
檀
弓
篇
の
こ
の
部
分
（
「
蓋
」
以
下
は
除
く
）
を
引
い
て
い
る
。

（

）
「
免
」
と
「
髽
」
を
対
に
す
る
思
考
が
先
に
あ
っ
て
、
こ
の
思
考
の
も
と
で
、

27
士
喪
礼
の
記
述
が
導
か
れ
て
い
る
の
か
、
逆
に
、
士
喪
礼
の
記
述
（
も
し
く
は
そ

の
記
述
に
相
当
す
る
礼
）
が
先
に
あ
っ
て
、
こ
の
思
考
が
帰
納
さ
れ
た
の
か
は
わ

か
ら
な
い
。

（

）
経
文
で
は
こ
れ
を
友
へ
の
弔
問
で
あ
る
と
は
明
記
し
て
い
な
い
が
、
鄭
玄
が
そ

28
れ
ぞ
れ
「
所
弔
者
朋
友
」
（7-20b4

）
、
「
皆
以
朋
友
之
禮
往
」
（9-22b6

）
と
注
す

る
の
に
従
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（

）
「
夫
夫
」
は
「
夫
人
」
が
合
文
で
一
字
に
記
さ
れ
て
い
た
の
を
誤
っ
て
重
文
に

29
解
し
た
も
の
。

（

）
『
孔
子
家
語
』
曲
礼
子
貢
問
篇
で
は
、
魯
の
昭
公
夫
人
の
呉
孟
子
が
卒
し
た
時

30
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
（
『
春
秋
左
氏
伝
』
哀
公
十
二
年
伝59-2a

に
も
ほ
ぼ
同
文
あ
り
）

に
お
い
て
、
孔
子
に
「
主
人
未
成
服
、
則
弔
者
不
絰
焉
、
禮
也
」
と
語
ら
せ
て
い

る
が
、
こ
の
語
が
こ
の
時
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
保
証
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。

（

）
士
喪
礼36-13a

「
主
人
髺
髮
袒
、
…14b

襲
絰
于
序
東
、
復
位
。
」

31
（

）
こ
の
こ
と
は
『
儀
礼
』
士
喪
礼
の
成
立
が
檀
弓
篇
に
先
立
つ
こ
と
を
必
ず
し
も

32
意
味
し
な
い
。
記
述
さ
れ
る
礼
に
先
ん
じ
て
、
行
わ
れ
る
礼
が
存
在
し
て
い
た
は

ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

（

）
疏12a10

引
く
熊
安
生
説
に
よ
れ
ば
、
「
武
に
（
帯
）
絰
を
加
ふ
」
と
読
む
こ

33
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
鄭
玄
に
従
っ
て
読
ん
で
お
く
。

（

）
檀
弓
篇
は
す
べ
て
が
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
記
録
か
ら
成
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

34
こ
こ
で
は
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
記
録
の
部
分
に
限
定
し
て
論
ず
る
。

（
付
記
）
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
１
７
Ｋ
０
２
２
０
６
に
よ
る
成
果
の
一

部
で
あ
る
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以
下
『
礼
記
』
の
諸
篇
に
つ
い
て
は
、
書
名
を
省
略
し
て
篇
名
の
み
を
挙
げ
る
。

(1)
十
三
経
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
阮
刻
本
の
巻
・
葉
・
行
数
を
巻
数
―
葉
数
（a

：
表
／b

：
裏
）
行
数
の
形
で
示
す
（
た
だ
し
、
巻
数
・
行
数
は
省
略
し
た
部

(2)分
が
あ
る
）
。

『
礼
記
』
の
訳
文
に
つ
い
て
は
、
竹
内
照
夫
『
礼
記
（
上
中
下
）
』
（
明
治
書
院
・
新
釈
漢
文
大
系
）
、
お
よ
び
市
原
亨
吉
・
今
井
清
・
鈴
木
隆
一
『
礼
記
（
上
中

(3)下
）
』
（
集
英
社
・
全
釈
漢
文
大
系
）
を
参
照
し
た
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
こ
で
の
子
貢
の
言
葉
は
、
当
時
は
ま
だ
弟
子
の
喪
に
対
す
る
明
確
な
礼
の
規
定
が
な
か
っ
た
こ
と
、
孔
子
が
顔
淵
や
子
路
の
喪
に
服
し
た
こ

(4)と
に
よ
っ
て
、
そ
の
形
が
規
定
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
も
暗
示
し
て
い
る
。

疏7
-
1
4
a
8

は
『
儀
礼
』
に
師
の
喪
に
対
す
る
規
定
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
「
依
禮
、
喪
師
無
服
、
其
事
分
明
」
と
言
い
、
こ
こ
で
門
人
が
疑
っ
た
の
は
「
以
夫
子

(5)聖
人
、
與
凡
師
不
等
、
當
應
特
加
喪
禮
、
故
疑
所
服
」
と
し
て
、
こ
れ
を
聖
人
孔
子
に
対
す
る
特
例
と
見
る
。
あ
る
い
は
そ
う
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
檀
弓

上
篇
の
別
の
箇
所
で
は
、
親
に
対
す
る
「
致
喪
三
年
」
（6

-
2
b

）
、
君
に
対
す
る
「
方
喪
三
年
」
（3

a

）
と
並
列
さ
れ
る
形
で
、
師
に
対
す
る
「
心
喪
三
年
」
（3

a

）
が
記

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
条
が
記
さ
れ
た
段
階
で
は
、
こ
れ
が
す
で
に
師
一
般
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
。

檀
弓
篇
の
「
二
三
子
皆
絰
而
出
」
が
事
実
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
二
三
子
の
服
喪
を
描
く
に
至
る
過
程
に
お
い
て
、
師
へ
の
服
喪
の

(6)形
に
つ
い
て
の
孔
子
後
学
の
議
論
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。

鄭
玄
は
檀
弓
篇
の
そ
れ
を
殷
礼
、
奔
喪
篇
の
そ
れ
を
周
礼
と
す
る
が
（
檀
弓
疏7

-
8
a
4

引
く
『
鄭
志
』
参
照
）
、
も
と
よ
り
信
頼
で
き
る
も
の
で
な
い
。
な
お
奔
喪

(7)篇
鄭
注1

1
a
4

引
く
『
逸
奔
喪
礼
』
で
は
「
哭
父
族
與
母
黨
於
廟
、
妻
之
黨
於
寢
、
朋
友
於
寢
門
外
、
壹
哭
而
已
、
不
踊
」
と
な
っ
て
お
り
、
両
者
と
は
ま
た
異
な
っ
て

い
る
。

朋
友
へ
の
哭
の
場
所
に
つ
い
て
は
喪
服
小
記3

3
-
5
b

に
も
「
哭
朋
友
者
、
於
門
外
之
右
南
面
」
と
あ
る
。

(8)
『
礼
記
逐
字
索
引
』
（
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
九
二
年
）
の
分
章
に
よ
れ
ば
、
檀
弓
上
下
篇
全
一
八
八
章
の
内
、
「
弔
」
字
の
見
え
る
章
は
二
四
章
あ
る
。

(9)
後
者
の
場
合
は
さ
ら
に
諸
臣
の
位
に
就
く
こ
と
が
非
礼
と
な
る
。

(10)
檀
弓
上
篇
鄭
注7

-
2
1
b
2

「
惠
子
廢
適
立
庶
、
爲
之
重
服
以
譏
之
」
参
照
。

(11)
間
伝
注5

7
-
1
1
a
8

。

(12)
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『
周
礼
』
春
官
・
司
服
鄭
注2

1
-
1
2
a
5

。

(13)
「
今
子
游
麻
衰
、
乃
吉
服
十
五
升
、
輕
於
弔
服
、
而
云
重
服
以
譏
之
者
、
據
牡
麻
絰
爲
重
。
」
（7

-
2
2
a
7

）

(14)
孫
希
旦
『
礼
記
集
解
』
「
士
弔
服
疑
衰
、
麻
衰
視
疑
衰
爲
輕
。
…
子
游
以
惠
子
廢
適
立
庶
、
故
特
爲
輕
衰
重
絰
以
譏
之
。
」

(15)
「
朋
友
之
相
為
服
、
即
士
弔
服
、
疑
衰
素
裳
。
」
（3

4
-
1
b
9

）

(16)
「
緦
衰
」
が
「
緦
麻
」
と
同
一
視
で
き
た
と
し
て
も
、
弔
服
と
し
て
の
「
緦
麻
（
衰
）
」
は
他
に
は
見
え
な
い
。

(17)
『
儀
礼
』
士
虞
礼4

2
-
4
a

に
「
主
人
及
兄
弟
如
葬
服
、
賓
執
事
者
如
弔
服
」
と
あ
り
、
「
弔
服
」
が
何
で
あ
る
の
か
は
自
明
な
も
の
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
。

(18)な
お
『
儀
礼
』
（
の
み
な
ら
ず
経
典
類
）
で
「
弔
服
」
の
語
が
見
え
る
の
は
こ
こ
だ
け
で
あ
る
。

『
儀
礼
』
喪
服
伝2

8
-
5
b

で
斬
衰
の
冠
の
布
地
に
つ
い
て
「
鍛
而
勿
灰
」
と
言
わ
れ
て
お
り
、
「
灰
を
加
え
（
て
漂
白
す
）
る
」
こ
と
が
、
吉
服
に
近
づ
く
も
の
で

(19)あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
「
事
」
に
つ
い
て
は
、
川
原
寿
市
『
儀
礼
釈
攷
』
（
喪
服
下
）
四
五
〇
頁
、
注
６
１
が
鄭
注
を
駁
し
て
斬
新
な
解
釈
を
示
さ
れ
て
い
る
が
、
論
者
は
そ
の
説
の

(20)当
否
を
断
ず
る
力
を
持
た
な
い
。

こ
れ
は
大
夫
で
あ
っ
た
か
ら
非
礼
と
さ
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
末
尾
に
加
え
ら
れ
た
孔
子
の
言
葉
か
ら
す
る
と
、
そ
も
そ
も
「
羔
裘
玄
冠
」
で
弔
す
る

(21)こ
と
が
非
難
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

こ
こ
で
『
左
伝
』
が
「
弔
」
を
言
わ
な
い
こ
と
か
ら
、
宇
野
精
一
「
礼
記
檀
弓
篇
の
性
格
」
（
『
宇
野
精
一
著
作
集
』
第
二
巻
、
明
治
書
院
、
一
九
八
六
年
所
収
。

(22)も
と
、
『
東
京
支
那
学
報
』
一
号
、
一
九
五
五
年
）
は
、
『
左
伝
』
の
記
事
を
「
髽
」
の
起
源
を
記
す
も
の
と
し
、
「
従
っ
て
記
事
の
順
序
と
し
て
は
、
左
伝
が
古
く
、

次
に
礼
の
記
録
、
檀
弓
は
一
番
後
に
位
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
事
柄
の
順
序
と
し
て
は
「
髽
」
の
制
度
が
成
立
し
、
そ
れ
が
正
礼
に
組
み

入
れ
ら
れ
、
そ
の
正
礼
が
崩
れ
る
、
の
順
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
が
直
ち
に
文
献
の
成
立
の
順
序
を
示
す
と
は
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
措
く
と
し
て

も
、
『
左
伝
』
の
記
述
を
「
髽
」
の
起
源
を
記
す
も
の
と
見
る
と
、
ど
う
し
て
戦
死
の
男
子
が
増
え
る
と
女
子
が
「
髽
」
も
て
喪
に
服
す
る
の
か
が
不
可
解
で
、
そ
れ

ゆ
え
で
あ
ろ
う
、
杜
預2

9
-
2
6
a
1
0

も
「
遭
喪
者
多
、
故
不
能
備
凶
服
、
髽
而
已
」
と
注
し
て
、
首
服
の
「
髽
」
の
み
で
喪
に
服
し
た
も
の
と
解
し
て
お
り
、
疏2

6
b
6

は

さ
ら
に
「
於
時
魯
師
大
敗
、
遭
喪
者
多
、
婦
人
迎
子
迎
夫
、
不
能
備
其
凶
服
、
唯
髽
而
已
。
同
路
迎
喪
、
以
髽
相
弔
」
と
檀
弓
篇
と
の
調
和
を
図
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
も
し
『
左
伝
』
の
記
述
を
「
髽
」
の
起
源
を
記
す
も
の
し
、
敗
戦
時
の
混
乱
に
「
髽
」
の
起
源
を
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
法
は
簡
便
な
も
の
、
す
な
わ
ち
よ
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檀
弓
篇
の
記
述
で
は
、
「
蓋
」
以
下
が
、
孔
子
言
に
属
す
る
か
否
か
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
檀
弓
疏6

-
2
1
b
4

が
「
故
夫
子
稱
蓋
以
疑
之
」
と
、
こ

(23)れ
を
孔
子
言
に
帰
し
て
い
る
の
に
従
う
。

『
儀
礼
集
説
』1

1
-
8
3
a

「
此
傳
所
謂
櫛
者
、
疑
則
彼
（
＝
檀
弓
篇
）
之
榛
也
。
蓋
聲
相
近
而
轉
爲
櫛
耳
。
」
（
巻
葉
数
は
康
煕
十
九
年
刊
の
『
通
志
堂
経
解
』
所
収

(24)本
に
よ
る
）
。

沈
文
倬
「
《
礼
》
漢
簡
異
文
釈
（
一
）
」
（
『
文
史
』
第
三
三
輯
、
一
九
九
〇
年
）
の
第1

1
6

条
「
乙
本
同
。
今
本
“
｛
木
〓
｝
”
作
“
櫛
”
。
…
漢
碑
爭
作
“
〓
”
、
則
“

(25)｛
木
〓
｝
”
即

“
｛
木
爭
｝
”
字
。
字
書
無
“
｛
木
爭
｝
”
、
與
“
榛
”
聲
近
假
借
、
如
《
毛
詩
》
之
“
螓
首
”
、
《
説
文
》
作
“

首
”
。
」
参
照
。
〓
は
「
爭
」
の
「
爪
」

を
「
日
」
に
置
き
換
え
た
も
の
。
｛
木
〇
｝
は
〇
を
旁
と
す
る
木
偏
の
文
字
を
示
す
。
『
詩
』
は
衛
風
・
碩
人3

.
2
-
1
6
b

、
『
説
文
』
は
頁
部
「

」
字
。

ち
な
み
に
『
儀
礼
』
士
喪
礼
注3

6
-
1
3
b
8

で
は
、
「
髽
」
そ
の
も
の
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、
檀
弓
篇
の
こ
の
部
分
（
「
蓋
」
以
下
は
除
く
）
を
引
い
て
い
る
。

(26)
「
免
」
と
「
髽
」
を
対
に
す
る
思
考
が
先
に
あ
っ
て
、
こ
の
思
考
の
も
と
で
、
士
喪
礼
の
記
述
が
導
か
れ
て
い
る
の
か
、
逆
に
、
士
喪
礼
の
記
述
（
も
し
く
は
そ

(27)の
記
述
に
相
当
す
る
礼
）
が
先
に
あ
っ
て
、
こ
の
思
考
が
帰
納
さ
れ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

経
文
で
は
こ
れ
を
友
へ
の
弔
問
で
あ
る
と
は
明
記
し
て
い
な
い
が
、
鄭
玄
が
そ
れ
ぞ
れ
「
所
弔
者
朋
友
」
（7

-
2
0
b
4

）
、
「
皆
以
朋
友
之
禮
往
」
（9

-
2
2
b
6

）
と
注
す

(28)る
の
に
従
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「
夫
夫
」
は
「
夫
人
」
が
合
文
で
一
字
に
記
さ
れ
て
い
た
の
を
誤
っ
て
重
文
に
解
し
た
も
の
。

(29)
『
孔
子
家
語
』
曲
礼
子
貢
問
篇
で
は
、
魯
の
昭
公
夫
人
の
呉
孟
子
が
卒
し
た
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
（
『
春
秋
左
氏
伝
』
哀
公
十
二
年
伝5

9
-
2
a

に
も
ほ
ぼ
同
文
あ
り
）

(30)

112

り
吉
服
に
近
い
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
吉
服
に
近
く
て
且
つ
死
者
へ
の
哀
悼
の
意
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
は
弔
服
に
如
く
は
な
い
か
ら
、
敗
戦
時
の
混
乱

に
喪
服
（
の
首
服
）
と
し
て
「
髽
」
が
用
い
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
弔
服
の
「
髽
」
が
喪
服
の
代
用
に
さ
れ
た
と
い
う
の
が
、
最
も
あ
り
得
べ
き
事
態
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

が
正
解
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
檀
弓
篇
の
記
述
は
、
も
と
も
と
弔
服
で
あ
っ
た
「
髽
」
が
喪
服
に
代
用
さ
れ
た
の
を
知
ら
ず
に
、
「
髽
」
が
本
来
の
喪
服
で
あ
る
と
勘

違
い
し
た
上
で
、
こ
れ
を
弔
服
と
し
て
用
い
て
い
る
の
を
非
と
し
た
も
の
と
な
る
。
た
だ
、
檀
弓
篇
の
段
階
で
男
子
（
士
）
に
弔
服
用
の
特
別
な
服
が
定
ま
っ
て
い
な

か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
れ
に
先
立
つ
段
階
で
婦
人
の
弔
服
が
定
ま
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
喪
服
に
代
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
た
と
は
思
え

な
い
。
こ
こ
で
は
『
左
伝
』
が
「
弔
」
を
落
と
し
た
か
、
「
弔
」
字
が
無
く
て
も
、
そ
こ
に
「
弔
」
の
義
が
含
ま
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
あ
る
い
は
「
逆

喪
」
と
い
う
表
現
（
『
左
伝
』
の
こ
の
部
分
に
し
か
見
え
な
い
）
で
、
弔
問
を
も
含
意
さ
せ
た
か
。
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士
喪
礼3

6
-
1
3
a

「
主
人
髺
髮
袒
、
…1

4
b

襲
絰
于
序
東
、
復
位
。
」

(31)
こ
の
こ
と
は
『
儀
礼
』
士
喪
礼
の
成
立
が
檀
弓
篇
に
先
立
つ
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
記
述
さ
れ
る
礼
に
先
ん
じ
て
、
行
わ
れ
る
礼
が
存
在
し
て
い
た
は

(32)ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

疏1
2
a
1
0

引
く
熊
安
生
説
に
よ
れ
ば
、
「
武
に
（
帯
）
絰
を
加
ふ
」
と
読
む
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
鄭
玄
に
従
っ
て
読
ん
で
お
く
。

(33)
檀
弓
篇
は
す
べ
て
が
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
記
録
か
ら
成
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
記
録
の
部
分
に
限
定
し
て
論
ず
る
。

(34)

113

に
お
い
て
、
孔
子
に
「
主
人
未
成
服
、
則
弔
者
不
絰
焉
、
禮
也
」
と
語
ら
せ
て
い
る
が
、
こ
の
語
が
こ
の
時
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
保
証
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

初期礼学資料としての『礼記』檀弓篇（末永）


