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吾
　
妻
　
重
　
二

一　

江
戸
時
代
初
期
と
儒
教

　

江
戸
時
代
初
期
、
徳
川
政
権
に
よ
っ
て
戦
乱
に
終
止
符
が
打
た
れ
社
会
に

平
穏
が
お
と
ず
れ
る
と
、
儒
教
が
新
し
い
文
化
と
し
て
人
々
の
心
を
と
ら
え

る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
興
味
深
い
事
実
で
あ
っ
て
、「
儒
教
の
普
及
と
受

容
」
こ
そ
は
日
本
思
想
史
の
近
世
を
中
世
と
分
か
つ
顕
著
な
指
標
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
そ
れ
ま
で
京
都
の
博
士
家
や
五
山
寺
院
を
中
心
と
す
る
閉
鎖
的

世
界
の
中
で
伝
授
さ
れ
て
き
た
儒
教
が
、
近
世
に
至
る
と
俄
然
、
清
新
な
学

術
と
し
て
広
く
受
け
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

儒
教
を
め
ぐ
る
当
時
の
新
た
な
動
向
は
、
官
・
民
い
ず
れ
の
領
域
に
お
い

て
も
は
っ
き
り
と
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。「
民
」
の
領
域
に
お
い
て
は
藤
原

惺
窩
、
林
羅
山
、
谷
時
中
、
山
崎
闇
斎
、
松
永
尺
五
、
堀
杏
庵
ら
名
だ
た
る

儒
教
思
想
家
が
現
わ
れ
て
講
学
や
著
述
に
と
り
く
み
、
多
く
の
賛
同
者
を
生

み
出
す
。
一
方
「
官
」
の
領
域
に
お
い
て
は
、
尾
張
の
徳
川
義
直
、
水
戸
の

徳
川
光
圀
、
備
前
岡
山
の
池
田
光
政
、
会
津
の
保
科
正
之
な
ど
儒
教
に
傾
倒

す
る
好
学
の
大
名
が
現
わ
れ
て
上
記
の
学
者
た
ち
を
民
間
か
ら
登
用
し
、
藩

政
の
基
礎
を
固
め
る
と
と
も
に
名
君
と
し
て
の
声
望
を
集
め
る
―
こ
の
よ

う
に
し
て
、
官
・
民
い
ず
れ
の
領
域
に
お
い
て
も
儒
教
お
よ
び
そ
の
近
世
的

形
態
で
あ
る
朱
子
学
が
時
代
思
潮
を
リ
ー
ド
す
る
こ
と
に
な
る
。
朱
子
学
と

い
え
ば
頑
迷
固
陋
で
保
守
的
な
思
想
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、

そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
一
面
的
な
誤
解
で
あ
っ
て
、
日
本
近
世
初
期
に
朱
子
学

が
清
新
な
思
想
と
し
て
人
々
の
耳
目
を
集
め
た
こ
と
、
ま
た
、
以
後
の
多
様

な
思
想
を
生
み
出
す
土
壌
に
な
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

同
時
に
見
逃
せ
な
い
の
は
、
こ
う
し
て
儒
教
が
受
容
さ
れ
て
い
く
中
で
、

儒
教
の
「
思
想
」
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
儒
教
の
「
儀
礼
」
も
注
意
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
儀
礼
」
が
「
思
想
」
と
と
も
に
儒
教

の
両
輪
を
な
す
要
素
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
た
と
え
ば
藤
原
惺

窩
（
一
五
六
一
―
一
六
一
九
）
は
高
弟
の
林
羅
山
に
宛
て
て
、



三
二

若
諸
儒
不
服
儒
服
、
不
行
儒
行
、
不
講
儒
礼
者
、
何
以
妄
称
儒
哉
。（「
答

林
秀
才
」、『
惺
窩
先
生
文
集
』
巻
十）

（
（

）

と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
儒
者
の
服
装
、
儒
者
と
し
て
の
行
動
、
そ
し
て
儒

教
儀
礼
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
儒
者
と
は
い
え
な
い
と
い
う
言
明
で
あ
っ
て
、

儒
教
を
単
な
る
観
念
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
の
行
為
や
儀
礼
と
し
て
表
現
し

よ
う
と
す
る
強
い
意
思
を
表
わ
し
て
い
る
。
惺
窩
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、

当
時
の
儒
教
共
鳴
者
に
多
か
れ
少
な
か
れ
共
通
す
る
認
識
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
彼
ら
は
思
想
だ
け
と
か
儀
礼
だ
け
と
い
っ
た
選
り
好
み
を
せ
ず
、

儒
教
と
い
う
学
芸
・
文
化
を
ト
ー
タ
ル
に
学
ぼ
う
と
す
る
態
度
を
持
っ
て
い

た
。

　

さ
て
、
儒
教
を
尊
崇
し
た
「
官
」
側
の
代
表
的
大
名
と
し
て
は
何
と
い
っ

て
も
水
戸
藩
の
徳
川
光
圀
お
よ
び
岡
山
藩
の
池
田
光
政
が
重
要
で
あ
り
、
彼

ら
の
儒
教
儀
礼
に
関
す
る
関
心
に
も
当
然
な
が
ら
際
立
っ
た
も
の
が
あ
っ
た）

（
（

。

　

な
か
で
も
水
戸
藩
の
場
合
、
光
圀
お
よ
び
幕
末
の
徳
川
斉
昭
の
時
代
が
ひ

と
き
わ
光
彩
を
放
っ
て
い
る
。
水
戸
藩
で
は
、
光
圀
以
来
、
実
際
に
喪
祭
を

と
り
行
な
う
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
真
摯
な
問

い
か
け
が
幕
末
ま
で
た
え
ず
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
際
、
朱
熹

の
『
家
礼
』
は
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

二　

水
戸
藩
と
儒
教
喪
祭
儀
礼
・『
家
礼
』

　

水
戸
藩
は
い
わ
ゆ
る
御
三
家
の
一
つ
と
し
て
徳
川
政
権
の
枢
要
を
な
す
位

置
に
あ
り
、
そ
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
光
圀
に

よ
る
『
大
日
本
史
』
編
纂
に
始
ま
る
同
藩
の
学
問
は
一
口
に
「
水
戸
学
」
と

呼
ば
れ
、
一
般
に
前
期
と
後
期
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

　

前
期
水
戸
学
は
徳
川
光
圀
時
代
を
中
心
と
し
、
後
期
水
戸
学
は
徳
川
斉
昭

時
代
を
中
心
に
展
開
し
た
も
の
で
、
ひ
と
ま
ず
こ
れ
ら
の
時
期
に
分
け
て
儒

教
儀
礼
に
関
す
る
事
項
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

　
1
　
前
期
水
戸
学
の
場
合

　

水
戸
藩
の
第
二
代
藩
主
徳
川
光
圀
（
一
六
二
八
―
一
七
〇
〇
、
在
位
一
六

六
一
―
一
六
九
〇
）
は
第
一
代
藩
主
頼
房
の
子
で
あ
り
、
徳
川
家
康
の
孫
に

あ
た
る
。
光
圀
が
儒
教
に
共
鳴
し
て
い
た
こ
と
は
改
め
て
贅
言
を
要
し
な
い

が
、
た
と
え
ば
そ
の
『
西
山
随
筆
』
で
、

只
仁
義
を
曉サ
ト

し
、
禮
節
を
知
、
こ
ゝ
を
以
テ
人
畜
を
分
つ
、
彼
仁
義
禮

節
の
道
、
學
問
に
あ
ら
ず
し
て
何
に
よ
つ
て
か
是
を
し
ら
ん
、
そ
れ
學

問
に
三
ツ
有
へ
し
、
性
理
な
り
、
經
濟
な
り
、
詞
章
な
り
、
先
四
書
五

經
の
文
義
を
さ
と
し
て
人
倫
の
大
義
を
あ
か
し
、
春
秋
通
鑑
の
理
致
を

辨
し
て
古
今
の
治
亂
を
か
ん
が
み
、
あ
ま
り
あ
ら
ば
詩
文
を
も
た
し
な

み
、
槊
を
橫
て
詩
を
賦
す
。
誠
の
士
と
云
へ
し）

（
（

。

と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
仁
義
や
道
徳
、
礼
節
を
わ
き
ま
え
る
こ
と
が
禽
獣

と
は
異
な
る
人
間
と
し
て
の
本
質
で
あ
る
こ
と
、「
四
書
五
経
」
や
『
春
秋
』

『
通
鑑
』
を
必
須
の
教
養
と
見
る
こ
と
、
詩
文
の
制
作
を
重
ん
じ
る
こ
と
な
ど

に
お
い
て
、
儒
教
の
本
質
を
良
く
見
抜
い
た
発
言
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た

儒
教
へ
の
共
感
に
よ
り
、
光
圀
は
早
く
か
ら
儀
礼
や
『
家
礼
』
に
関
心
を
持
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ち
、
そ
の
実
践
に
も
取
り
組
ん
で
い
た
。
た
と
え
ば
、
万
治
元
年
（
一
六
五

八
）
に
は
正
室
泰
姫
の
葬
儀
を
儒
礼
に
よ
っ
て
と
り
行
な
い
、
さ
ら
に
寛
文

元
年
（
一
六
六
一
）、
父
頼
房
の
葬
儀
を
『
家
礼
』
や
中
国
の
儀
礼
に
も
と
づ

き
つ
つ
実
施
す
る
と
と
も
に
、
大
田
の
瑞
龍
山
に
儒
教
式
の
墓
域
を
造
営
し

て
い
る
。
ま
た
、
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
に
朱
舜
水
を
招
聘
し
て
か
ら
は

舜
水
に
『
家
礼
』
を
講
説
さ
せ
、
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
に
は
『
家
礼
』

に
も
と
づ
く
『
喪
葬
儀
略
』
を
和
文
で
撰
述
さ
せ
家
臣
に
配
布
す
る
、
と
い

っ
た
ぐ
あ
い
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）、
水
戸
藩
の
歴
代

藩
主
を
祀
る
「
祠
堂
」
を
水
戸
城
内
に
建
て
て
儒
教
式
の
祖
先
祭
祀
を
始
め

て
い
る
。
祠
堂
は
家
廟
と
も
い
い
、『
家
礼
』
に
も
祖
先
祭
祀
の
中
心
施
設
と

し
て
登
場
す
る
が
、
こ
れ
を
建
て
る
と
い
う
所
作
は
そ
れ
ま
で
の
日
本
に
は

ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
光
圀
の
儒
教
へ
の
傾
倒
ぶ
り
を

よ
く
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
光
圀
と
儒
教
の
関
係
を
考
え
る
場
合
、
林
羅
山
に
始
ま
る
林

家
、
お
よ
び
朱
舜
水
と
の
関
係
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
も
と
も
と
光
圀

は
ふ
だ
ん
は
江
戸
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
林
家
系
統
の
学
者
、
す

な
わ
ち
林
鵞
峰
や
人
見
卜
幽
、
小
宅
処
斎
、
中
村
篁
渓
ら
と
親
し
く
、
ま
た

『
家
礼
』
に
も
と
づ
く
葬
儀
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
る
林
鵞
峰
『
泣
血
余
滴
』
は
水

戸
藩
の
葬
儀
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る）

（
（

。

　

し
か
し
、
朱
舜
水
の
招
聘
に
よ
っ
て
水
戸
藩
の
儒
教
儀
礼
に
は
一
定
の
変

更
が
加
え
ら
れ
る
。
朱
舜
水
は
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
に
九
州
長
崎
に
流

寓
し
て
い
た
が
、
そ
の
名
声
を
知
っ
た
光
圀
の
招
き
を
受
け
、
寛
文
五
年
（
一

六
六
五
）
江
戸
に
赴
い
て
光
圀
に
仕
え
た
。
そ
も
そ
も
朱
舜
水
は
長
崎
時
代

か
ら
『
家
礼
』
の
研
究
を
開
始
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
柳
川
藩
の
儒
者
で

朱
舜
水
に
師
事
し
た
安
東
省
庵
宛
て
の
書
簡
か
ら
も
わ
か
る
の
だ
が
、
江
戸

に
行
っ
て
か
ら
は
光
圀
か
ら
も
儒
教
儀
礼
に
関
し
て
し
ば
し
ば
下
問
に
あ
ず

か
っ
て
い
た）

（
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
光
圀
に
関
し
て
は
儒
教
儀
礼
よ
り
も
む
し
ろ
日
本
固
有
の
神

道
儀
礼
を
重
視
し
て
い
た
と
い
う
見
方
が
あ
る
。

　

日
本
の
伝
統
儀
礼
に
つ
い
て
も
深
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
光
圀
は
、
学
者

に
命
じ
て
『
礼
儀
類
典
』
や
『
神
道
集
成
』
と
い
っ
た
大
部
な
書
物
を
編
纂

さ
せ
て
い
る
。『
礼
儀
類
典
』
は
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
に
編
纂
が
開
始
さ

れ
た
も
の
で
、
日
本
の
伝
統
的
な
有
職
故
実
を
集
成
し
て
い
る
。
ま
た
『
神

道
集
成
』
は
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
頃
に
編
纂
作
業
が
始
め
ら
れ
、
日
本

の
神
道
関
係
の
資
料
を
網
羅
し
よ
う
と
し
た
労
作
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
い
ま

問
題
に
な
る
の
は
『
神
道
集
成
』
で
あ
っ
て
、
同
書
巻
十
二
に
は
「
葬
祭
」

と
題
し
、
今
井
桐
軒
の
整
理
に
も
と
づ
く
神
道
の
葬
祭
法
が
載
っ
て
い
る）

（
（

。

そ
こ
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

伏
惟
、
我
國
殯
葬
之
法
、
頽
敗
也
久
。
故
人
死
、
則
委
之
浮
圖
手
、
投

之
荼
毘
坑
、
吁
可
歎
哉
。
…
…
本
朝
自
有
葬
祭
之
事
。
其
法
半
爲
異
端

亂
。
今
稽
之
遺
書
、
且
加
師
傳
、
未
足
者
、
竊
附
己
意
、
記
其
大
槪
。

庶
幾
、
本
朝
學
者
、
賴
此
行
之
、
則
適
我
神
法
乎
。
夫
上
古
質
朴
之
時
、

自
有
喪
葬
之
事
、
況
於
只
今
文
物
之
世
乎
。
何
假
外
國
之
法
、
祭
我
邦

之
祖
先
哉
。
學
者
熟
思
焉
。
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す
な
わ
ち
、
日
本
に
は
固
有
の
「
葬
祭
の
事
」
が
あ
っ
た
と
し
、「
我
が
神

法
」
に
か
な
う
儀
礼
を
提
示
し
、「
外
国
の
法
」
す
な
わ
ち
「
浮
図
」（
仏
教
）

や
儒
教
の
祖
先
祭
祀
方
法
を
拒
絶
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

な
る
ほ
ど
光
圀
は
神
道
に
も
と
づ
く
「
神
葬
祭
」
に
関
し
て
一
定
の
理
解

を
示
し
て
お
り
、
神
職
者
お
よ
び
そ
の
家
族
に
限
っ
て
神
葬
祭
を
行
な
う
べ

く
奨
励
し
た
こ
と
が
あ
る）

（
（

。
そ
こ
か
ら
、
光
圀
は
実
は
神
葬
祭
を
実
施
し
た

か
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
材
料
が
十
分
で
な
く
、
や
む
を
え
ず
『
家
礼
』
な
ど

の
儒
教
儀
礼
に
従
っ
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る）

（
（

。
し
か
し
、
そ
れ
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。『
神
道
集
成
』
は
寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
）
に
正
編
十
二
巻
が
成

っ
て
お
り
、
光
圀
は
当
然
こ
れ
を
読
み
、
思
想
的
転
回
が
な
さ
れ
た
は
ず
だ

と
す
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
見
方
は
短
絡
的
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
。『
神
道

集
成
』
は
書
名
が
示
す
と
お
り
、
神
道
に
関
す
る
資
料
を
集
め
た
書
物
で
あ

っ
て
必
ず
し
も
実
践
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
な
く
、
実
際
、
こ
こ
に
載
せ
る
神
道

の
葬
祭
法
の
実
行
を
藩
士
ら
に
命
じ
た
と
い
う
記
録
も
な
い
よ
う
で
あ
る）

（
（

。

ま
た
、
か
り
に
光
圀
が
寛
文
十
年
頃
―
こ
の
時
、
光
圀
は
ま
だ
四
十
三
歳

で
あ
る
―
か
ら
儒
教
か
ら
神
道
へ
と
回
帰
し
て
い
た
と
い
う
な
ら
、
光
圀

が
朱
舜
水
に
対
し
て
尊
崇
の
念
を
持
ち
続
け
て
い
た
こ
と
や
、『
喪
葬
儀
略
』

に
も
と
づ
く
儒
礼
文
献
が
光
圀
の
遺
志
を
継
承
し
つ
つ
藩
内
で
書
き
継
が
れ

た
こ
と
な
ど
が
説
明
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
見
方
は
お
そ
ら
く
、
後
期
水
戸
学
に
お
い
て
顕
在
化
す
る
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
前
期
水
戸
学
に
投
影
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
周
知
の
よ

う
に
、
幕
末
の
後
期
水
戸
学
で
は
神
道
を
主
と
し
儒
教
を
従
と
す
る
尊
皇
思

想
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
が
前
期

水
戸
学
に
明
確
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
光
圀
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
儒
教

を
尊
重
し
、
儒
教
的
普
遍
主
義
に
対
し
て
大
ら
か
な
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
こ

と
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。

　
2
　
後
期
水
戸
学
の
場
合

　

さ
て
、
水
戸
藩
の
第
九
代
藩
主
徳
川
斉
昭
（
一
八
〇
〇
―
一
八
六
〇
、
在

位
一
八
二
九
―
一
八
四
四
）
は
光
圀
の
意
向
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
西
洋
列
強

に
対
す
る
警
備
強
化
な
ど
、
幕
末
の
危
機
に
対
応
し
よ
う
と
し
て
さ
ま
ざ
ま

な
改
革
を
行
な
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

　

た
と
え
ば
、
斉
昭
は
宗
教
に
関
す
る
改
革
を
断
行
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

仏
教
排
斥
と
唯
一
神
道
の
創
立
で
あ
っ
て
、
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
に
は

始
め
ら
れ
て
い
る）

（（
（

。

　

こ
の
時
期
、
水
戸
藩
に
お
い
て
尊
皇
思
想
が
唱
え
ら
れ
、
神
道
が
強
調
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
確
か
に
新
た
な
傾
向
で
あ
る
。
後
期
水
戸
学
を
代

表
す
る
藤
田
東
湖
は
そ
の
代
表
作
『
弘
道
館
記
述
義
』
巻
下
で
次
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
。

公
之
於
廟
祭
、
雖
用
儒
法
、
而
祭
服
祭
器
飲
食
之
類
、
皆
遵　

皇
朝
之

典
、
坐
跪
拝
趨
之
節
、
悉
従
当
世
之
俗
、
其
他
若
元
旦
薦
兎
羹
献
佩
刀

鞍
馬
之
料
、
亦
依
宗
室
之
旧
章
、
固
非
世
之
拘
儒
舎
此
従
彼
者
之
比
也）

（（
（

。

　

す
な
わ
ち
、
光
圀
は
「
儒
法
」
を
用
い
て
は
い
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

表
面
上
の
こ
と
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
日
本
伝
統
の
儀
礼
に
従
っ
て
い
た
と
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い
う
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
上
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、「
尊
王
攘
夷
」
や

「
大
義
名
分
」
と
か
い
っ
た
、
儒
教
に
一
部
由
来
し
つ
つ
も
日
本
独
自
の
用
語

を
掲
げ
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
鼓
舞
し
た
後
期
水
戸
学
に
特
有
の
解
釈
で
あ

り
、
光
圀
に
も
と
も
と
そ
の
よ
う
な
強
い
排
外
意
識
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。

　

幕
末
の
水
戸
藩
は
対
外
的
危
機
感
と
尊
皇
思
想
を
際
立
た
せ
る
の
に
と
も

な
っ
て
、
喪
祭
儀
礼
に
お
い
て
も
神
道
的
傾
向
を
強
め
て
い
く
。
し
か
し
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
の
喪
祭
儀
礼
の
実
施
に
関
し
て
は
、
や
は
り
『
家

礼
』
を
基
本
に
据
え
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

は
斉
昭
時
代
に
集
成
さ
れ
た
『
喪
祭
式
』（
後
述
）
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
と

お
り
で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
結
局
、
水
戸
学
の
喪
祭
儀
礼
に
お
け
る
儒
教
と
神
道
の

関
係
は
、
前
期
水
戸
学
に
お
い
て
は
儒
教
的
傾
向
が
顕
著
で
あ
り
、
後
期
水

戸
学
に
お
い
て
は
神
道
の
影
響
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
も
の
の
儒
教
に
取

っ
て
代
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
水
戸
学
の
喪
祭
儀
礼

に
は
一
貫
し
て
儒
教
儀
礼
、
と
り
わ
け
『
家
礼
』
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て

い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る）

（（
（

。

　

な
お
、
斉
昭
時
代
の
儒
教
喪
祭
儀
礼
は
他
の
藩
に
も
影
響
を
与
え
た
ら
し

く
、
後
述
す
る
岡
山
藩
の
『
儒
葬
祭
式
』
な
ど
は
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
。

三　

儒
教
喪
祭
関
連
文
献
に
つ
い
て

　
1
　『
朱
氏
談
綺
』（
朱
舜
水
著
）

　

朱
舜
水
（
一
六
〇
〇
―
一
六
八
二
）
は
、
名
は
之
瑜
、
字
は
魯
嶼
も
し
く

は
楚
嶼
。
舜
水
は
そ
の
号
で
あ
る
。
浙
江
余
姚
の
人
。
舜
水
は
清
に
よ
り
滅

亡
し
た
明
王
朝
復
興
の
た
め
に
東
奔
西
走
し
、
中
国
・
安
南
・
日
本
を
往
還

し
て
再
興
を
は
か
る
が
、
万
治
二
年
（
一
六
五
九
年
、
清
朝
の
年
号
で
は
順

治
十
六
年
）
時
勢
や
む
な
く
明
室
復
興
を
断
念
し
、
九
州
の
長
崎
に
流
寓
す

る
。
長
崎
で
は
柳
川
藩
の
安
東
省
庵
ら
の
援
助
を
受
け
つ
つ
学
を
講
じ
、
そ

の
後
、
名
声
を
伝
え
聞
い
た
水
戸
藩
主
徳
川
光
圀
に
賓
師
と
し
て
迎
え
ら
れ
、

寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
江
戸
に
赴
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
舜
水
は
光

圀
を
は
じ
め
彰
考
館
の
学
者
や
他
の
儒
者
・
文
人
と
交
わ
る
ほ
か
、
彰
考
館

総
裁
と
な
っ
た
安
積
澹
泊
ら
多
数
の
門
人
を
育
て
た
。
死
後
、
瑞
龍
山
の
水

戸
徳
川
家
墓
地
に
儒
葬
さ
れ
、
文
恭
と
謚
さ
れ
た
。
ま
た
江
戸
駒
込
の
水
戸

藩
別
邸
に
は
朱
舜
水
の
位
牌
を
祀
る
祠
堂
も
建
て
ら
れ
た
。
舜
水
の
学
風
が

朱
子
学
を
ベ
ー
ス
に
し
つ
つ
、
抽
象
的
理
論
よ
り
も
博
学
や
実
証
、
実
効
を

重
ん
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
人
も
知
る
と
お
り
で
あ
る
。

　

そ
の
文
集
『
舜
水
先
生
文
集
』
二
十
八
巻
は
光
圀
自
身
の
編
集
と
銘
打
ち
、

舜
水
没
後
の
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）、
光
圀
を
継
ぐ
第
三
代
藩
主
・
綱
條
の

手
に
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
舜
水
の
文
集
は
幾
度
か
編
集
さ
れ

て
い
る
が
、
近
年
の
朱
謙
之
編
『
朱
舜
水
集
』
二
冊
（
北
京
・
中
華
書
局
、

一
九
八
一
年
）
お
よ
び
佚
文
を
集
め
た
徐
興
慶
編
『
新
訂
朱
舜
水
集
』（
台
湾
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大
学
出
版
中
心
、
二
〇
〇
四
年
）
が
と
り
わ
け
有
用
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
舜
水
に
は
こ
れ
と
は
別
に
『
朱
氏
談
綺
』
の
著
作
が
あ
り
、
文

集
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
書
は
舜
水
の
死
後
、
安
積
澹
泊
に
よ
っ

て
編
輯
さ
れ
た
も
の
で
、
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
の
澹
泊
序
を
載
せ
、
宝

永
五
年
（
一
七
〇
八
）、
京
都
の
書
肆
の
小
川
多
左
衛
門
か
ら
単
行
本
と
し
て

刊
行
さ
れ
た
。
小
川
多
左
衛
門
は
茨
城
（
茨
木
）
屋
と
号
す
る
と
と
も
に
、

軒
号
を
柳
枝
軒
と
い
い
、
第
二
代
茨
城
（
茨
木
）
方
道
の
蔵
版
で
あ
る
。
柳

枝
軒
は
水
戸
藩
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
著
名
な
書
肆
で
、
水
戸
藩
関
係
の

書
物
の
刊
行
を
数
多
く
任
さ
れ
て
い
た）

（（
（

。

　

本
書
の
外
題
は
「
舜
水
朱
氏
談
綺
」、
内
題
は
「
朱
氏
談
綺
」。
三
巻
四
冊

で
、
中
巻
が
二
冊
に
分
か
れ
題
簽
に
そ
れ
ぞ
れ
「
中
之
本
」「
中
之
末
」
と
記

さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
関
西
大
学
総
合
図
書
館
の
泊
園
文
庫
蔵
本
を
影
印
し
た）

（（
（

。

請
求
番
号
は
Ｌ
Ｈ
二
―
三
・
〇
二
―
一
～
四
で
あ
る
。

　

本
書
成
立
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
、
巻
頭
の
安
積
澹
泊
序
に
詳
し
い
。

そ
こ
に
次
の
よ
う
に
い
う
（
訓
点
は
省
く
）。

舜
水
朱
氏
談
綺
序

文
恭
先
生
硏
究
古
學
、
視
科
場
爲
兒
戲
、
薄
海
鼠
辮
、
而
獨
峩
衣
冠
。

航
海
晦
迹
、
流
落
于
交
趾
・
暹
羅
、
轗
軻
阻
絕
、
抗
節
皦
厲
、
幾
瀕

死
而
不
悔
、
遂
客
崎
港
、
屹
爲
明
室
遺
老
。
我

西
山
公
禮
致
而
賓
師
之
、
敬
齒
德
而
講
道
義
、
嘗
有
志
于
興
學
校
、
先

生
商
確
古
今
、
著
學
宮
圖
說
。

公
使
梓
人
依
圖
而
造
木
樣
、
大
居
三
十
分
之
一
、
先
生
親
指
授
之
。
湊

離
機
巧
、
絲
髮
縝
密
、
觀
者
服
其
精
玅
。
既
而
權
裝
學
宮
於
別
莊
、

使
習
釋
奠
禮
。
先
生
折
衷
禮
典
、
刪
定
儀
注
、
厖
眉
晧
髮
、
襃
衣
博

帶
、
日
率
府
下
士
子
、
講
肄
其
閒
、
周
旋
規
矩
、
蔚
有
洙
泗
之
風
、

距
今
三
十
餘
年
、
猶
聞
其
謦
咳
也
。
懋
齋
野
傳
、
嘗
從
先
生
游
、
問

簡
牘
牋
素
之
式
、
質
深
衣
幅
巾
之
制
、
旁
及
喪
祭
之
畧
、
裒
其
所
聞
、

題
曰
朱
氏
談
綺
。
先
友
今
井
弘
濟
、
先
生
之
門
人
也
。
益
習
之
暇
、

槪
擧
所
聞
事
物
名
稱
、
以
備
遺
忘
。

公
覽
而
善
之
、
一
日
命
覺
曰
、
二
者
宜
合
爲
一
、
補
其
遺
漏
、
以
行
于

世
。
其
學
宮
規
度
、
約
爲
小
圖
、
倂
載
焉
。
覺
退
而
釐
正
之
。
顧
事

物
之
夥
、
名
稱
之
廣
、
固
非
此
書
所
能
盡
、
而
覺
逮
事
先
生
之
門
、

未
屆
成
童
、
所
謂
事
物
名
稱
、
什
之
未
能
得
一
、
偶
所
記
者
補
之
、

不
記
者
闕
之
、
雖
不
足
爲
大
方
之
觀
、
亦
可
以
塞
童
蒙
之
需
。
如
學

宮
圖
、
已
有
成
式
、
不
敢
增
損
、
營
構
之
法
、
一
從
梓
匠
所
筆
、
使

人
易
曉
也
。
雖
然
此
皆
先
生
之
緖
餘
、
而
不
足
窺
其
涯
涘
、
矧
簡
牘

之
零
碎
、
事
物
之
瑣
微
者
乎
。
…
…

公
景
仰
之
篤
、
不
弃
蕉
萃
、
愛
及
屋
烏
、
如
此
書
者
、
亦
頗
能
注
意
、

豈
不
休
哉
。
…
…

寶
永
四
年
丁
亥
仲
冬
穀
旦

　
　
　
　

水
戸
府
下
澹
泊
齋
安
積
覺
敍

　

こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
朱
舜
水
の
遺
著
や
門
人
に
よ
っ
て
書
き
と
め
ら
れ

た
メ
モ
を
澹
泊
が
編
輯
し
一
書
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
に

収
載
さ
れ
た
文
献
に
は
、
そ
の
成
立
の
経
緯
を
記
し
た
識
語
や
題
辞
が
つ
い
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て
い
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
記
述
を
も
ふ
ま
え
て
整
理
す
る
と
次
の
よ

う
に
な
る
。

　
　

巻
之
上

書
柬
式	

か
つ
て
舜
水
が
今
井
魯
斎
（
弘
済
、
字
は
将
興
）

に
授
け
た
書
式
を
人
見
懋
斎
（
野
伝
）
が
書
写
す

る
と
と
も
に
、
平
生
の
舜
水
か
ら
の
聞
き
書
き
を

各
条
の
下
に
記
し
て
一
巻
と
し
た
も
の
。
貞
享
元

年
（
一
六
八
四
）
の
識
語
あ
り
。

上
表
式	

も
と
門
人
の
佐
々
十
竹
（
良
峯
宗
淳
）
が
光
圀
の

命
に
よ
り
舜
水
に
問
う
た
も
の
で
、
舜
水
の
答
え

を
今
井
魯
斎
が
和
文
に
訳
し
た
。
識
語
あ
り
。

野
服
図
説	

冒
頭
に
人
見
懋
斎
「
野
服
正
制
題
辞
」
を
載
せ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
諸
文
献
に
よ
り
野
服

や
深
衣
、
道
服
な
ど
の
儒
服
に
つ
き
研
究
し
て
い

た
懋
斎
は
林
鵞
峰
に
校
閲
を
依
頼
し
、
寛
文
四
年

（
一
六
六
四
）
に
ひ
と
ま
ず
そ
れ
を
ま
と
め
た
。
そ

の
後
、
来
朝
し
た
朱
舜
水
に
こ
れ
を
添
削
し
て
も

ら
っ
た
と
し
て
、
寛
文
丁
未
（
一
六
六
七
）
の
識

語
を
附
す
る
。
こ
の
あ
と
に
続
く
「
道
服
図
説
」

「
披
風
図
」「
尺
式
」
は
、
内
容
か
ら
見
て
「
野
服

図
説
」
と
一
連
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
の
記

述
は
『
家
礼
』
に
い
う
「
深
衣
」
な
ど
の
儒
服
と

も
関
係
が
あ
る）

（（
（

。

棺
製
以
下	

朱
舜
水
の
メ
モ
や
書
簡
に
も
と
づ
く
記
述
。
こ
の

う
ち
「
棺
製
」「
銘
旌
式
」「
神
主
式
」「
墳
墓
式
」

「
碑
式
」
は
喪
祭
儀
礼
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、『
家

礼
』
と
と
り
わ
け
関
係
が
深
い
。

巻
之
中

大
成
殿
以
下	

右
に
引
い
た
澹
泊
序
に
い
う
「
学
宮
図
説
」
に
相

当
す
る
著
述
で
あ
る
。
ま
た
、
巻
末
の
「
改
定
釈

奠
儀
注
」
は
学
宮
（
学
校
）
内
で
行
な
わ
れ
る
釈

奠
儀
式
の
式
次
第
で
あ
り
、
澹
泊
序
に
よ
れ
ば
、

舜
水
は
水
戸
の
士
人
た
ち
に
日
々
そ
の
儀
式
を
練

習
さ
せ
た
と
い
う
。

巻
之
下

天
地
以
下	

澹
泊
序
に
あ
る
よ
う
に
、
今
井
魯
斎
は
舜
水
か
ら

ふ
だ
ん
聞
い
て
い
た
「
事
物
の
名
称
」
を
整
理
し

て
い
た
。
澹
泊
は
光
圀
の
勧
め
に
よ
り
「
学
宮
図

説
」
や
「
改
定
釈
奠
儀
注
」、
儒
服
や
喪
祭
の
き
ま

り
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
一
書
に
ま
と
め
た
と
い

う
。
巻
之
下
の
こ
の
部
分
は
漢
語
の
名
称
の
意
味

を
辞
書
ふ
う
に
分
類
し
解
説
す
る
も
の
で
、
内
容

か
ら
見
て
、
今
井
魯
斎
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
た
と

い
う
「
事
物
の
名
称
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ



三
八

う
。

　
『
朱
氏
談
綺
』
に
は
『
家
礼
』
に
か
か
わ
る
舜
水
の
意
見
や
見
識
が
多
く
収

め
ら
れ
て
お
り
、
特
に
上
巻
に
は
そ
れ
が
多
い
。
中
巻
に
は
孔
子
廟
、
大
成

殿
、
牌
位
、
礼
器
図
、
さ
ら
に
は
「
改
定
釈
奠
儀
注
」
な
ど
儒
教
儀
礼
・
祭

祀
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。
下
巻
は
い
わ
ば
日
常
生
活
や
儀
礼
百
般
に
関
す

る
漢
語
の
解
説
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
衣
服
な
ど
の
『
家
礼
』
に
か
か
わ
る
用

語
が
載
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
掠
頭
」
に
つ
い
て
「
絹
ニ
テ
廣
サ
一
寸
ホ

ド
ニ
帶
ノ
如
ニ
シ
テ
ウ
シ
ロ
ヨ
リ
額
ヘ
マ
ハ
シ
又
引
カ
ヘ
シ
テ
髻
ニ
マ
キ
ヲ

ク
物
ナ
リ
」
と
い
い
、「
衫
」
に
つ
い
て
「
ヒ
ト
ヘ
ノ
シ
タ
ギ　

汗
衫
ト
モ
云

藍
衫
ハ
上
ニ
モ
服
ス
秀
才
ノ
服
ナ
リ
」、「
背
心
」
に
つ
い
て
「
袖
ナ
シ
前
ヲ

合
セ
ズ
羽
織
ノ
如
ニ
ヒ
モ
ヲ
付
前
ニ
テ
結
フ
古
ノ
半
臂
ト
云
モ
ノ
ナ
リ
」
な

ど
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
衣
服
の
実
物
を
知
っ
て
い
る
者
で
な
い
と
わ
か

ら
な
い
貴
重
な
説
明
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
2
　
頼
房
・
光
圀
ら
の
葬
儀
の
記
録

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
光
圀
は
親
族
の
葬
儀
を
儒
式
に
よ
っ
て
と
り
行
な
う

と
と
も
に
、
み
ず
か
ら
の
葬
儀
も
儒
式
に
よ
っ
て
行
な
わ
せ
た
。
そ
の
よ
う

な
記
録
と
し
て
『
慎
終
日
録　

威
公
』
お
よ
び
『
慎
終
日
録　

義
公　

恭
伯

世
子
』
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
一
冊
に
合
冊
さ
れ
た
写
本
で
、
現
在
、
茨
城
県

立
歴
史
館
に
常
盤
神
社
蔵
本
が
委
託
管
理
さ
れ
て
い
る
。
資
料
番
号
は
常
七

―
十
八）

（（
（

。「
慎
終
」
と
は
『
論
語
』
学
而
篇
「
慎
終
追
遠
、
民
徳
帰
厚
矣
」（
終

わ
り
を
慎
み
遠
き
を
追
え
ば
、
民
の
德
、
厚
き
に
帰
す
）
に
よ
る
も
の
で
、

要
す
る
に
喪
礼
（
葬
儀
と
服
喪
）
を
い
う
。

　
『
慎
終
日
録　

威
公
』
は
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
七
月
に
お
け
る
光
圀
の

父
頼
房
の
葬
儀
の
記
録
で
あ
り
、
漢
文
に
よ
っ
て
記
さ
れ
る
。
冒
頭
に
「
小

宅
順
謹
誌
」
と
あ
る
よ
う
に
小
宅
処
斎
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
た
も
の
だ
が
、

奥
書
に
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
十
一
月
の
日
付
と
と
も
に
「
石
河
幹
修

謹
記
」
と
あ
る
の
で
、
江
戸
時
代
後
期
の
石
河
明
善
に
よ
っ
て
筆
写
さ
れ
伝

わ
っ
た
も
の
で
あ
る）

（（
（

。

　

威
公
頼
房
の
葬
儀
を
指
図
し
た
の
は
も
ち
ろ
ん
光
圀
で
あ
り
、
そ
の
方
針

に
つ
い
て
は
、

嗣
君
、
命
儒
臣
野
一
、
考
文
公
家
禮
、
襄
事
一
從
先
王
之
制
、
兼
通
時

宜
、
不
雜
浮
屠
、
其
不
可
于
今
者
、
略
闕
之
。

と
い
う
。
す
な
わ
ち
、「
浮
屠
」（
仏
教
）
の
葬
儀
を
混
え
ず
、『
家
礼
』
に
も

と
づ
き
つ
つ
日
本
の
「
時
宜
」
に
合
わ
せ
て
実
施
す
る
も
の
と
し
た
と
い
う
。

こ
こ
に
い
う
「
野
一
」
と
は
羅
山
の
門
人
、
人
見
卜
幽
で
あ
り
、
こ
の
葬
儀

に
は
『
家
礼
』
の
ほ
か
『
泣
血
余
滴
』
の
影
響
が
強
く
見
ら
れ
る
。

　
『
慎
終
日
録　

義
公　

恭
伯
世
子
』
は
光
圀
お
よ
び
恭
伯
世
子
の
葬
儀
の
記

録
で
あ
り
、
和
文
で
記
さ
れ
る
。
義
公
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
光
圀
の
こ

と
で
あ
る
。
恭
伯
世
子
と
は
水
戸
藩
第
三
代
藩
主
綱つ
な

條え
だ

の
子
、
吉よ
し

孚ざ
ね

の
こ
と
。

綱
條
の
世
子
と
し
て
将
来
を
期
待
さ
れ
将
軍
綱
吉
の
娘
八
重
姫
を
娶
っ
た
が
、

宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）、
二
十
五
歳
で
早
世
し
た
。
も
と
の
記
録
者
は
不
明

だ
が
、
奥
書
に
「
天
保
十
四
年
癸
卯
十
二
月
八
日　

平
幹
脩
敬
寫
」
と
あ
る

の
で
、
石
河
明
善
に
よ
り
『
慎
終
日
録　

威
公
』
に
続
い
て
筆
写
さ
れ
た
も



水
戸
藩
の
儒
教
喪
祭
儀
礼
文
献
に
つ
い
て

三
九

の
で
あ
る
と
わ
か
る）

（（
（

。

　

こ
れ
ら
の
葬
儀
は
い
ず
れ
も
儒
教
式
で
あ
り
、『
慎
終
日
録　

義
公　

恭
伯

世
子
』
に
は
光
圀
の
葬
儀
に
つ
き
、

中
村
新
八
・
栗
山
源
介
を
被
爲
召
被　

仰
出
候
者　

威
公
御
葬
之
通
ニ

諸
事
儒
法
可
被
遊
と
被　

思
召
候
、
日
記
等
相
考
目
論
可
申
候
、
新

八
・
源
介
、
家
禮
儀
節
竝
威
公
葬
記
を
相
考
、
鵜
飼
權
平
・
靑
野
源
左

衞
門
等
と
衆
議
一
同
之
上
に
て
入　

殿
樣
御
覽
斟
酌
商
量
シ
テ
相
定

ム
。

と
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
中
村
新
八
は
中
村
篁
渓
で
林
羅
山
の
門
人
、

栗
山
源
介
は
栗
山
潜
鋒
で
崎
門
派
の
学
者
、
鵜
飼
権
平
は
鵜
飼
称
斎
の
こ
と

で
、
山
崎
闇
斎
門
下
で
光
圀
に
使
え
た
鵜
飼
錬
斎
の
弟
で
あ
る
。
青
野
源
左

衛
門
は
青
野
栗
居
で
あ
る）

（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
綱
條
は
光
圀
の
葬
儀
を
頼
房
の

場
合
と
同
様
の
儒
式
と
す
る
も
の
と
し
、
さ
ら
に
日
記
や
『
家
礼
儀
節
』、
頼

房
の
葬
儀
記
録
を
儒
臣
た
ち
と
斟
酌
し
、
相
談
の
う
え
で
式
次
第
を
決
め
た

と
い
う
。

　

た
だ
し
、
光
圀
の
葬
儀
の
場
合
は
朱
舜
水
の
影
響
が
か
な
り
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。
そ
も
そ
も
朱
舜
水
は
、『
家
礼
』
は
士
人
の
た
め
儀
礼
書
で
あ
っ

て
、
諸
侯
の
儀
礼
と
し
て
は
十
分
で
は
な
い
と
見
て
お
り
、

家
禮
皆
士
禮
、
間
有
及
於
大
夫
者
。
若
諸
侯
之
禮
、
未
可
盡
以
此
爲
憑
。

（
家
礼
は
皆
な
士
礼
に
し
て
、
間
ま
大
夫
に
及
ぶ
者
有
り
。
諸
侯
の
礼

の
若
き
は
、
未
だ
尽
く
は
此
を
以
て
憑
と
為
す
べ
か
ら
ず
）

と
い
う
安
積
澹
泊
「
大
城
祠
堂
宜
称
廟
議
」
に
引
用
さ
れ
る
発
言
は
、
そ
の

こ
と
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る）

（（
（

。
そ
の
た
め
光
圀
の
葬
儀
や
墓
の
つ
く
り
方
、

規
模
に
つ
い
て
は
『
家
礼
』
や
『
泣
血
余
滴
』
の
ほ
か
に
『
礼
記
』
や
『
白

虎
通
』、『
明
集
礼
』
な
ど
、
よ
り
多
く
の
文
献
が
参
照
さ
れ
、
諸
侯
＝
大
名

の
地
位
に
ふ
さ
わ
し
い
儀
礼
―
日
本
の
大
名
は
中
国
で
い
え
ば
諸
侯
に
相

当
す
る
―
を
整
え
よ
う
と
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
て
興
味
深
い）

（（
（

。

　
3
　『
喪
祭
儀
略
』（
徳
川
光
圀
等
）

　

前
に
触
れ
た
よ
う
に
、
光
圀
は
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）、『
家
礼
』
に
も

と
づ
く
『
喪
葬
儀
略
』
を
和
文
で
撰
述
さ
せ
家
臣
に
配
布
し
た
。
そ
の
こ
と

は
「
義
公
行
実
」
に
、

六
年
丙
午
、
四
月
、
賜
士
人
墳
墓
地
于
常
盤
及
坂
戸
、
據
朱
子
家
禮
、

略
解
葬
祭
之
儀
、
以
頒
士
人）

（（
（

。

と
あ
り
、「
桃
源
遺
事
」
巻
一
上
に
、

同
六
年
丙
午
四
月
、
諸
士
の
墓
所
を
常
州
水
戸
常
盤
と
坂
戸
の
兩
所
に

被
仰
付
、
且
文
公
家
禮
に
よ
り
、
喪
祭
儀
略
と
い
ふ
書
を
御
え
ら
ひ
、

諸
士
に
下
さ
れ
候
。
此
時
御
歳
三
十
九）

（（
（

。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
藩
士
の
た
め
の
墓
所
を
水
戸
城
下
の
常
盤

と
坂
戸
に
用
意
し
、
彼
ら
の
行
な
い
う
る
規
範
書
『
喪
祭
儀
略
』
を
撰
述
、

頒
布
し
て
そ
の
実
践
を
勧
奨
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
朱
舜
水
を
賓
師
と
し

て
迎
え
た
翌
年
の
出
来
事
で
あ
り
、
こ
の
所
作
に
は
舜
水
の
影
響
が
あ
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
、
光
圀
は
さ
ら
に
廃
仏
を
敢
行
し
、
寺
院
九

百
九
十
七
ヵ
所
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
三
百
四
十
四
寺
の
破
戒
僧
を
還
俗



四
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さ
せ
て
い
る
。
仏
教
批
判
と
あ
い
ま
っ
て
『
家
礼
』
に
も
と
づ
く
儒
教
儀
礼

の
実
施
が
推
進
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
作
成
さ
れ
た
『
喪
祭
儀
略
』

は
短
編
な
が
ら
、
一
般
武
士
お
よ
び
庶
民
向
け
の
儒
教
喪
祭
マ
ニ
ュ
ア
ル
と

し
て
は
お
そ
ら
く
近
世
日
本
に
お
い
て
最
も
良
く
ま
と
ま
っ
た
、
実
施
し
や

す
い
も
の
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
書
は
そ
の
後
、
水
戸
藩
に
お
い
て
継
承
さ
れ
、
絶
え
ず
改
訂
が
加
え

ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
初
期
の
Ａ
系
統
と
後
期
の
Ｂ
系
統
の
二
種
類
の
テ
キ

ス
ト
が
伝
わ
っ
て
い
る）

（（
（

。

　

Ａ
系
統

㈠
『
喪
祭
儀
略
』
一
冊
（
写
本
、
国
立
公
文
書
館
蔵
、
請
求
番
号
：
一
四

三
―
〇
二
八
八
）

　

外
題
・
内
題
と
も
「
喪
祭
儀
略
」
で
、
内
容
は
「
喪
祭
儀
略
」「
居
喪
儀

略
」「
祭
礼
儀
略
」
か
ら
な
る
。
漢
字
・
カ
タ
カ
ナ
に
よ
る
和
文
で
記
さ
れ
、

多
く
の
図
を
載
せ
る
。
ま
た
内
題
右
側
に
「
西
山
公
所
頒
藩
中
」
と
書
入
れ

が
あ
る
。「
義
公
行
実
」
に
よ
れ
ば
、
光
圀
は
引
退
後
の
元
禄
四
年
（
一
六
九

一
）
大
田
の
西
山
に
隠
棲
し
、
み
ず
か
ら
「
西
山
隠
士
」
と
称
し
て
い
る
の

で）
（（
（

、
そ
の
後
ま
も
な
く
筆
写
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

水
戸
藩
に
仕
え
た
儒
者
の
多
く
が
も
と
も
と
林
家
門
人
だ
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
Ａ
系
統
で
は
林
鵞
峰
『
泣
血
余
滴
』
の
影
響
が
顕
著
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
は
魂
帛
や
銘
旌
の
図
、
神
主
の
図
、
棺
図
、
灰
隔
の
図
、
墳
墓
図
や
石
碑

図
が
『
泣
血
余
滴
』
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
い
ま
、
本
書
の
窆

封
の
図
を
『
泣
血
余
滴
』
の
そ
れ
と
並
べ
て
〈
図
（
〉
に
掲
げ
て
お
こ
う）

（（
（

。

〈図 1〉窆封の図
（右が『泣血余滴』巻下、左が㈠『喪祭儀略』）



水
戸
藩
の
儒
教
喪
祭
儀
礼
文
献
に
つ
い
て

四
一

　

し
か
し
、
本
書
に
は
朱
舜
水
の
影
響
も
一
部
見
ら
れ
る
。「
明
制
墳
墓
図
」

が
そ
れ
で
、
こ
れ
は
『
朱
氏
談
綺
』
の
墳
図
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
い
ま
、

両
図
を
並
べ
て
〈
図
（
〉
に
掲
げ
て
お
く
。

　

な
お
、
み
す
ず
書
房
『
荻
生
徂
徠
全
集
』
第
十
三
巻
（
一
九
八
七
年
）
に

載
せ
る
「
喪
礼
略
」（
二
）
は
本
書
に
収
め
る
「
喪
祭
儀
略
」
部
分
と
い
く
ら

か
文
字
の
異
同
が
あ
る
だ
け
で
同
じ
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
が
Ａ
系
統
の
異
本

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
の
ち
に
徂
徠
に
仮
託
さ
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る）

（（
（

。

㈡
『
喪
祭
儀
略
』
一
冊
（
写
本
、
伊
藤
東
涯
旧
蔵
本
の
写
し
、
関
西
大
学

総
合
図
書
館
・
中
村
幸
彦
文
庫
蔵
、請
求
番
号
：
Ｌ
二
四
―
二
五
―
四
）

　

外
題
・
内
題
と
も
「
喪
祭
儀
略
」
だ
が
、
内
題
の
下
に
「
水
戸
侯
手
制
教

郷
國
之
吏
民
者
、
占
菴
野
氏
寓
於
常
陸
得
此
冊
、
以
傳
於
東
武
」
と
あ
り
、

奥
書
に
「
此
一
冊
駿
州
人
渡
邊
長
藏
冩
寄
／
時
享
保
八
年
癸
卯
歳
也
／
伊
藤

長
胤
藏
書
」「
右
喪
祭
儀
畧
就	

東
涯
先
生
原
本
謄
冩
并
校
讐
一
過
／
時
延
享

丁
卯
之
季
秋	

澤
永
世
謹
識　

度
世
榮
敬
書
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
本

書
は
も
と
も
と
占
菴
野
氏
が
常
陸
（
水
戸
）
に
滞
在
し
て
い
た
時
に
入
手
し

た
も
の
で
、
そ
れ
を
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）、
渡
辺
長
蔵
な
る
人
物
が
筆
写

し
て
京
都
の
伊
藤
東
涯
の
も
と
に
送
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
延
享
丁
卯
年
（
一

七
四
七
）、
沢
永
世
が
謄
写
し
校
訂
し
た
も
の
と
い
う
。

　

本
テ
キ
ス
ト
の
内
容
は
㈠
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
、
図
に
多
少
の
詳
略
が
あ
る
。

た
と
え
ば
棺
図
や
灰
隔
の
図
、
墳
墓
図
は
㈠
よ
り
も
詳
し
く
、
ま
た
、
な
ぜ

か
朱
舜
水
の
「
明
制
墳
墓
図
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
㈠
と
の
関
係
は
不

〈図 2〉墳墓図
（右が『朱氏談綺』巻上、左が㈠『喪祭儀略』）



四
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明
だ
が
、『
喪
祭
儀
略
』
は
写
本
で
の
み
流
通
し
た
か
ら
、
本
書
は
転
写
の
結

果
生
じ
た
異
本
と
思
わ
れ
る
が
、「
明
制
墳
墓
図
」
を
載
せ
て
い
な
い
と
こ
ろ

か
ら
す
る
と
朱
舜
水
の
影
響
を
受
け
る
前
の
か
た
ち
を
と
ど
め
て
い
る
と
も

考
え
ら
れ
る
。

　

Ｂ
系
統

㈢
『
喪
祭
儀
略
』
一
冊
（
写
本
、
名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館
・
神
宮
皇
学

館
文
庫
蔵
、
請
求
番
号
：
一
七
六
・
九
―
Ａ
―
神
皇
）

　

Ｂ
系
統
は
、「
伊
藤
兼
山
葬
儀
」
な
ど
Ａ
系
統
に
は
な
い
記
事
を
附
載
し
て

い
る
の
が
特
色
で
あ
る
。
本
テ
キ
ス
ト
は
外
題
・
内
題
と
も
「
喪
祭
儀
略
」

で
あ
り
、
ま
ず
Ａ
系
統
と
同
じ
く
「
喪
祭
儀
略
」「
居
喪
儀
略
」「
祭
礼
儀
略
」

を
載
せ
る
が
、
続
い
て
「
伊
藤
兼
山
葬
儀
」
お
よ
び
「
安
積
氏
葬
儀
」
を
漢

字
・
ひ
ら
が
な
の
和
文
で
載
せ
て
い
る
。

　

伊
藤
兼
山
は
水
戸
藩
の
執
政
で
、
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
に
死
去
し
た
。

「
伊
藤
兼
山
葬
儀
」
は
そ
の
葬
儀
の
も
よ
う
を
安
積
澹
泊
が
書
き
と
め
た
も
の

で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
本
書
内
題
の
下
に
、

伊
藤
友
親
稱
七
内
、
水
戸
執
政
、
隠
居
號
兼
山
。
正
德
四
年
甲
子
（
甲

午
の
誤
り
）
五
月
廿
日
卒

と
あ
り
、
そ
れ
に
続
く
識
語
に
、

先
年
伊
藤
兼
山
老
葬
送
之
節
、
大
井
介
衛
門
と
相
談
之
上
、
相
極
候
葬

儀
、
用
達
家
來
小
室
清
衞
門
清
水
嘉
衞
門
兩
人
之
留
を
寫
置
、
是
ニ
準

じ
て
差
略
す
べ
し

享
保
十
六
年
亥
八
月	

安
積
覺
兵
衞

と
記
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。「
安
積
覺
兵
衞
」
は
安
積
澹
泊
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
に
つ
い
で
載
せ
ら
れ
る
「
安
積
氏
葬
儀
」
は
、
元
文
二
年
（
一

七
三
七
）
に
死
去
し
た
安
積
澹
泊
の
葬
儀
の
記
録
で
あ
り
、
記
録
者
は
不
明

で
あ
る
が
、
水
戸
藩
士
の
儒
葬
の
記
録
と
し
て
、
伊
藤
兼
山
の
場
合
と
と
も

に
、
き
わ
め
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
澹
泊
は
朱
舜
水
の
忠
実
な
継
承
者
で

あ
っ
て
、
こ
こ
に
見
え
る
葬
儀
の
や
り
方
も
『
家
礼
』
の
影
響
が
強
く
見
ら

れ
る
。
そ
も
そ
も
澹
泊
は
荻
生
徂
徠
に
宛
て
た
書
簡
で
、

今
世
頗
有
據
家
禮
而
修
祭
祀
者
、
卽
如
僕
家
、
先
人
不
用
浮
屠
法
、
據

程
子
式
制
木
主
、
以
來
不
腆
之
薦
、
殆
將
六
七
十
年）

（（
（

。

と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
澹
泊
の
家
で
は
澹
泊
の
父
以
来
、
祖
先
祭
祀
は
仏

式
を
用
い
ず
に
『
家
礼
』
に
従
い
、
程
頤
の
定
め
た
木
主
（
す
な
わ
ち
『
家

礼
』
式
の
位
牌
）
を
奉
祀
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
光
圀
の
首
唱
し

た
儒
教
儀
礼
が
水
戸
藩
の
家
臣
の
間
に
も
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
よ
く
示

し
て
い
る
。

　
〈
図
（
〉
に
現
在
、
水
戸
市
の
常
盤
墓
地
に
あ
る
安
積
澹
泊
の
墓
碑
（
墓

石
）
の
写
真
を
掲
げ
て
お
い
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
常
盤
墓
地
は
光
圀
が

『
喪
祭
儀
礼
』
に
も
と
づ
い
て
儒
葬
を
行
な
う
べ
く
家
臣
の
た
め
に
造
営
し
た

墓
地
で
あ
っ
た
。
こ
の
墓
碑
を
見
る
と
、
確
か
に
『
喪
祭
儀
礼
』
に
の
っ
と

っ
た
形
に
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
常
盤
墓
地
は
現
在
も
な
お

特
定
の
寺
院
に
属
さ
ず
に
共
同
墓
地
と
し
て
運
営
さ
れ
、
光
圀
の
理
想
を
今

に
伝
え
て
い
る）

（（
（

。

㈣
『
喪
祭
儀
略
』
一
巻
（
同
文
館
編
輯
局
編
纂
『
日
本
教
育
文
庫　

宗
教
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編
』
収
載
、
同
文
館
、
一
九
一
一
年
）

　

こ
の
テ
キ
ス
ト
も
Ｂ
系
統
に
属
す
る
も
の
で
、「
伊
藤
兼
山
葬
儀
」
の
ほ
か

に
大
蔵
龍
河
の
コ
メ
ン
ト
を
附
す
。
活
字
本
。
同
書
の
解
題
に
「
本
書
は
、

大
藏
讓
の
著
に
し
て
、
立
原
翠
軒
に
贈
り
た
る
も
の
、
水
戸
藩
に
於
け
る
儒

葬
の
一
斑
を
見
る
に
足
る
、
こ
の
書
黑
川
藏
本
に
よ
る
」
と
あ
り
、
さ
ら
に

巻
末
の
大
蔵
龍
河
の
識
語
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

右
は
葬マ
マ

祭
儀
略
の
書
、
仰
に
ま
か
せ
、
億
見
申
上
候
、
淺
見
陋
劣
を
以
、

妄
に
先
賢
の
書
を
議
ス
事
、
實
に
恐
不
レ
少
、
且
誤
極
て
多
か
る
べ
く

候
、
御
郢
正
奉
レ
願
候
、
頓
首
、

　
　

八
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
藏
讓　

再
拝

　
　
　
　
　
　
　

翠
軒
老
先
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
函
丈

　

大
蔵
龍
河
（
一
七
五
七
―
一
八
四
四
）
は
名
は
譲
、
字
は
仲
謙
も
し
く
は

謙
甫
、
通
称
謙
斎
で
、
信
濃
飯
田
の
人
。
猪
飼
敬
所
や
柴
野
栗
山
に
学
ん
だ

と
い
う）

（（
（

。
立
原
翠
軒
（
一
七
四
四
―
一
八
二
三
）
は
彰
考
館
総
裁
と
し
て
、

当
時
停
頓
し
て
い
た
『
大
日
本
史
』
修
史
事
業
を
軌
道
に
乗
せ
た
学
者
と
し

て
知
ら
れ
る
。
ま
た
「
黑
川
藏
本
」
と
は
、
本
書
を
収
め
た
叢
書
「
日
本
教

育
文
庫
」
の
編
纂
者
黒
川
真
頼
（
一
八
二
九
―
一
九
〇
六
）
の
蔵
書
を
い
う）

（（
（

。

龍
河
は
翠
軒
の
求
め
に
応
じ
て
意
見
を
提
出
し
た
と
い
い
、
巻
末
に
載
せ
る

第
一
か
ら
第
九
に
至
る
批
評
、
お
よ
び
図
式
に
関
す
る
批
評
が
そ
れ
な
の
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
コ
メ
ン
ト
は
み
な
『
喪
祭
儀
略
』
の
記
述
の
訂
正
や
補

充
に
関
す
る
も
の
で
、
江
戸
後
期
の
水
戸
藩
に
お
け
る
儒
教
喪
祭
儀
礼
取
り

〈図 4〉安積澹泊の墓
（水戸市常盤共有墓地、2008年 1 月、筆者撮影）

〈図 3〉石碑図
（㈠『喪祭儀略』所載）
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組
み
の
一
端
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
Ｂ
系
統
と
し
て
は
次
に
触
れ
る
『
喪
礼
略
私
注
』
の
後
半
に

も
『
喪
祭
儀
略
』
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
伊
藤
兼
山
の
葬
儀
の
記

録
が
附
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
れ
ら
Ｂ
系
統
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
Ａ
系
統
に
比
べ
て
朱
舜

水
の
影
響
が
強
い
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
神
主
（
位
牌
）
お

け
る
「
点
主
」
や
、
神
主
そ
の
他
の
題
字
の
文
字
数
な
ど
に
見
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

ま
ず
点
主
で
あ
る
が
、『
家
礼
』
や
『
泣
血
余
滴
』
で
は
埋
葬
時
に
「
題

主
」
の
儀
式
を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
Ｂ
系
統
で
は
「
点

主
」
を
行
な
う
も
の
と
し
て
い
る
。
Ｂ
系
統
の
「
神
主
書
キ
ヲ
ワ
リ
テ
」
の

割
注
で
は
、
こ
の
こ
と
を
、

葬
地
ニ
テ
急
ニ
書
ク
ハ
書
キ
損
シ
モ
ア
ル
ヘ
シ
、
故
ニ
初
ニ
陷
中
粉
面

ト
モ
ニ
書
乄
、
只
主
ノ
字
ノ
上
ノ
一
點
ヲ
殘
シ
オ
キ
、
此
時
ニ
初
ノ
陷

中
ノ
主
ノ
字
ノ
上
ニ
点
ヲ
題
シ
、
次
ニ
粉
面
ニ
題
シ
礼
ヲ
行
フ
ヘ
シ
。

と
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
陷
中
」
と
は
神
主
内
部
に
あ
る
縱
長
の

彫
り
込
み
、「
粉
面
」
と
は
神
主
の
表
面
を
い
い
、
本
来
は
墓
地
に
死
者
を
埋

葬
す
る
時
、
こ
の
二
箇
所
に
「
…
…
之
神
主
」
と
死
者
の
官
爵
や
名
前
を
書

き
入
れ
て
死
者
の
魂
を
神
主
に
よ
り
つ
か
せ
る
の
で
あ
る
が
、
Ｂ
系
統
で
は
、

墓
地
で
は
書
き
損
じ
が
あ
り
う
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
神
主
に
題
し
て
お
く

と
い
う
。
つ
ま
り
「
…
…
之
神
主
」
の
「
主
」
の
上
の
点
を
入
れ
ず
に
「
王
」

の
字
に
し
て
お
き
、
埋
葬
時
に
は
上
の
点
だ
け
を
打
っ
て
「
主
」
の
字
に
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
主
の
や
り
方
は
も
と
も
と
明
代
に
始
ま
る
中
国
の
習

俗
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
伝
え
た
の
は
朱
舜
水
で
あ
っ
た
ら
し
い）

（（
（

。

　

ま
た
、
神
主
や
銘
旌
の
文
字
数
に
つ
い
て
も
舜
水
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
Ｂ
系
統
の
㈣
お
よ
び
『
喪
礼
略
私
注
』
の
「
陷
中
」
の
割
注
に
「
文

字
偶
数
ニ
記
ス
ベ
シ
、
足
ラ
ザ
ル
ハ
、
之
ノ
字
ヲ
入
ル
ベ
シ
」
と
あ
る
が
、

こ
れ
に
関
し
て
『
朱
氏
談
綺
』
巻
上
に
は
、

大
明
俗
、
吉
禮
用
偶
數
、
凶
禮
用
奇
數
、
故
卜
葬
日
必
用
單
日
〔
言
一

二
五
七
九
〕、
凡
銘
旌
石
碑
等
文
、
書
其
官
爵
屬
稱
、
若
會
偶
數
〔
言
二

四
六
八
十
〕、
則
加
之
字
、
足
以
爲
奇
、
如
之
柩
・
之
墓
之
類
也
。
唯
神

主
從
吉
、
用
偶
數
、
若
會
奇
則
亦
加
之
字
。

と
い
う
説
明
が
見
え
る
。
す
な
わ
ち
凶
礼
に
は
奇
数
を
用
い
、
吉
礼
に
は
偶

数
を
用
い
る
と
い
う
の
が
明
代
の
習
俗
で
あ
り
、
葬
儀
な
ど
凶
礼
の
場
合
、

日
取
り
は
奇
数
日
を
用
い
、
銘
旌
や
墓
碑
の
文
字
数
も
奇
数
に
な
る
よ
う
に

す
る
。
一
方
、
神
主
は
祭
礼
（
吉
礼
）
に
か
か
わ
る
た
め
文
字
数
は
偶
数
を

用
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
に
合
致
し
な
い
場
合
は
「
之
」
の
字
を
用
い
て

文
字
数
を
増
減
し
、
奇
数
も
し
く
は
偶
数
に
な
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
当
時
の
水
戸
藩
の
銘
旌
や
墓
碑
、
神
主
の
幾
つ
か
の
例
を
見
て
も
、

確
か
に
そ
の
よ
う
に
調
整
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
こ
の
方
式
が
用
い
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る）

（（
（

。

　
4
　『
喪
礼
略
私
注
』（
加
藤
九
皐
）

　

こ
の
書
は
水
戸
藩
の
儒
医
、
加
藤
九
皐
（
一
六
六
四
―
一
七
二
八
）
が
享
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い
て

四
五

保
十
年
（
一
七
二
五
）
に
撰
し
た
も
の
で
、
財
団
法
人
無
窮
会
の
神
習
文
庫

に
蔵
さ
れ
る
写
本
で
あ
る
。
図
書
番
号
は
、
神
習
一
四
五
七
四
。
加
藤
九
皐

は
名
は
博
、
字
は
与
厚
。
宗
博
と
称
し
、
春
風
洞
と
も
号
す
る
。
武
蔵
の
人

で
、
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
に
医
道
を
も
っ
て
水
戸
に
来
仕
し
た
人
物
で
、

光
圀
晩
年
の
家
臣
で
あ
る
。
他
の
著
作
に
『
医
学
澄
源
』
一
冊
、『
廬
経
裒

腋
』
二
巻
、『
脈
位
辨
正
』
二
巻
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
享
保
年
間
に
刊
行
さ
れ

て
い
る）

（（
（

。

　

本
書
の
外
題
は
「
喪
礼
略
私
注
」、
内
題
は
「
朱
文
公
家
禮
喪
礼
略
私
注
」。

前
半
部
分
は
『
家
礼
』
の
喪
礼
（
葬
儀
）
部
分
に
関
す
る
漢
文
の
注
解
で
あ

り
、
朱
筆
で
訂
正
が
多
く
加
え
ら
れ
、
欄
上
に
も
小
字
で
按
語
が
記
入
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
後
半
に
は
Ｂ
系
統
の
『
喪
祭
儀
略
』
を
載
せ
て
い
る）

（（
（

。

　

本
書
の
撰
述
に
関
し
て
は
、
九
皐
の
序
文
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

冠
婚
喪
祭
者
、
乃
天
理
實
用
、
聖
賢
制
禮
、
尊
卑
殊
等
、
風
化
含
宜
。

我
朝
廷
禮
典
、
古
昔
遺
美
、
今
於
其
進
退
歩
趨
拜
揖
舞
踏
之
際
、
頗
可
概

見
焉
。
…
…
至
喪
祭
之
禮
、
多
爲
浮
屠
氏
所
有
、
遂
毀
棺
斂
之
實
、

理
而
火
其
尸
。
人
皆
慣
看
、
恬
而
不
怪
。

西
山
大
君
好
禮
之
餘
、
嘗
命
儒
臣
、
據
文
公
家
礼
等
籍
、
譯
之
俗
語
、

令
衆
庶
以
便
採
用
。
…
…
然
而
貴
賤
不
齊
、
襄
事
各
別
、
至
若
其
爲

銘
旌
、
結
魂
帛
、
題
神
主
、
詢
諸
有
學
之
者
、
學
者
取
家
礼
考
之
其

間
、
異
拜
（
邦
）
殊
俗
、
有
不
可
盡
從
者
、
經
往
艱
焉
。
今
揭
家
禮

本
文
、
附
以
諸
家
之
説
、
間
又
加
管
見
、
質
諸
同
志
、
庶
乎
倉
卒
臨

時
之
際
、
措
置
得
所
、
而
莫
趦
趄
囁
嚅
之
弊
矣
。
享
保
乙
巳
歳
、
加

藤
宗
博
謹
識
。

　

す
な
わ
ち
、
日
本
に
は
古
く
か
ら
儀
礼
が
存
在
し
て
い
た
が
、
喪
祭
儀
礼

は
仏
教
（
浮
屠
氏
）
に
支
配
さ
れ
て
し
ま
い
、
死
者
を
火
葬
し
て
誰
も
怪
し

ま
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
光
圀
公
は
『
家
礼
』
な
ど
の
書
籍
に
よ
り
庶
民
に

も
可
能
な
喪
祭
儀
礼
を
行
な
わ
せ
た
。
た
だ
し
、
貴
賤
の
違
い
や
中
国
・
日

本
の
国
俗
の
違
い
が
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
点
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
『
家

礼
』
本
文
を
掲
げ
た
う
え
で
諸
家
の
説
や
自
説
を
記
し
、
参
考
に
供
す
る
こ

と
に
し
た
と
い
う
。

　

こ
の
序
文
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
本
書
は
日
本
の
習
俗
と
『
家
礼
』
本

文
と
の
違
い
を
指
摘
し
、
そ
の
す
り
合
わ
せ
を
行
う
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、「
既
絶
乃
哭
」
の
条
に
お
い
て
「
然
本
邦
人
、
多
不
飯
含
也
」
と

い
い
、
続
く
「
復
」
の
儀
礼
に
関
し
て
「
本
邦
古
者
有
之
、
今
無
行
之
者
矣
」

と
い
い
、
国
情
の
違
い
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
前
述
し
た
奇

数
と
偶
数
の
問
題
に
関
し
て
も
「
文
字
奇
偶
数
」
の
条
に
お
い
て
日
本
の
習

俗
と
の
調
整
を
行
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
書
の
後
半
部
分
は
Ｂ
系
統
の
『
喪
祭
儀
略
』
と
な
っ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
「
喪
祭
儀
略
」「
居
喪
儀
略
」「
祭
礼
儀
略
」
と
続
き
、
最
後
に
安
積
澹

泊
に
よ
る
伊
藤
兼
山
の
葬
儀
記
録
を
載
せ
て
い
る
。
本
書
は
他
本
と
比
べ
て

朱
筆
の
書
入
れ
が
多
く
、
水
戸
藩
に
お
け
る
推
敲
の
跡
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
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5
　『
喪
祭
式
』

　

こ
の
書
は
刊
本
で
あ
り
、
題
簽
外
題
は
「
喪
祭
式　

全
」、
内
題
は
「
喪
祭

式
」
で
、
扉
に
「
官
許　

喪
祭
式
／
弘
道
館
蔵
版
」
と
あ
る
。
内
容
は
「
喪

礼
略
節
」「
祭
礼
略
節
」「
喪
祭
儀
節
」「
喪
祭
大
意
」
が
漢
字
・
カ
タ
カ
ナ
に

よ
る
和
文
で
、
つ
い
で
「
喪
祭
式
附
録
」
と
し
て
「
郷
中
喪
祭
大
概
」「
天
保

年
中
郷
中
達
之
略
」
が
漢
字
・
ひ
ら
が
な
に
よ
る
和
文
で
記
さ
れ
る
。
幕
末

の
水
戸
藩
を
代
表
す
る
儒
式
喪
祭
儀
礼
書
で
あ
っ
て
、
同
藩
に
お
け
る
儒
教

儀
礼
実
践
の
掉
尾
を
飾
る
書
物
と
も
な
っ
て
い
る
。『
家
礼
』
と
の
関
係
も
深

い
。

　

本
書
の
刊
行
時
期
だ
が
、
巻
末
の
識
語
に
い
う
「
明
治
己
巳
春
三
月
」
は

明
治
二
年
に
あ
た
る
が
、
清
水
正
健
『
増
補　

水
戸
の
文
籍
』
で
は
、

明
治
四
年
刻
成
る
。
同
年
二
月
。
大
史
局
に
呈
し
た
る
書
に
。
喪
祭
式

二
部
。
右
源
齊
昭
。
教
職
の
者
へ
申
付
。
撰
述
爲
レ
致
候
書
に
御
座
候
。

昨
午
年
正
月
中
。
開
版
之
儀
。
大
學
校
伺
済
居
候
処
。
此
程
彫
刻
致
成

功
候
間
。
前
書
の
通
。
相
納
申
候
。
仍
此
段
申
上
候
以
上
と
云
へ
り
。

と
い
っ
て
い
る）

（（
（

。
こ
こ
で
か
な
り
具
体
的
な
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
本
書
が
成
っ
た
の
が
明
治
二
年
で
、
刊
行
は
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）

二
月
と
見
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
大
史
局
へ
の
届
け
に
つ
い
て
触

れ
ら
れ
て
い
る
の
は
意
味
が
あ
る
。
当
時
、
大
史
局
が
出
版
取
締
り
の
担
当

官
庁
だ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
れ
よ
り
前
の
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）、
明

治
政
府
は
「
出
版
条
例
」
を
公
布
し
、
事
前
の
出
版
許
可
制
や
納
本
義
務
制
、

出
版
禁
止
事
項
な
ど
を
定
め
て
い
た）

（（
（

。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
本
書
扉
に　
「
官

許
」
の
二
字
が
あ
る
の
は
、
出
版
し
て
も
よ
い
と
い
う
許
可
を
政
府
か
ら
も

ら
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
の
書
の
内
容
が
明

治
政
府
や
水
戸
藩
（
廃
藩
置
県
に
よ
り
明
治
四
年
に
は
水
戸
県
と
な
り
、
同

年
さ
ら
に
茨
城
県
が
で
き
る
）
に
お
け
る
公
式
の
喪
祭
儀
礼
に
な
っ
た
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
注
意
が
必
要
で
あ
る）

（（
（

。

　

さ
て
、
こ
の
書
の
成
立
に
関
し
て
は
、
巻
末
の
識
語
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

右
喪
祭
式
一
巻
、
天
保
年
間　

烈
公
命
史
臣
刪
定
将
上
梓
、
未
果
而
致

仕　

今
公
継
紹
乃
刻
於
學
、
使
國
人
有
所
矜
式
焉
、
慎
終
追
遠
、
禮
之

尤
大
者
、
庶
幾
使
民
德
歸
於
厚
矣
、
明
治
己
巳
春
三
月
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
書
は
天
保
年
間
に
お
け
る
徳
川
斉
昭
の
宗
教
改
革
の

中
で
作
成
さ
れ
た
が
、
斉
昭
が
引
退
し
た
た
め
刊
行
に
至
ら
ず
、
明
治
期
に

入
っ
て
、
斉
昭
が
創
設
し
た
藩
校
弘
道
館
か
ら
や
っ
と
刊
行
さ
れ
た
。
刊
行

し
た
の
は
斉
昭
の
子
で
水
戸
藩
最
後
の
藩
主
と
な
っ
た
徳
川
昭
武
で
あ
り
、

明
治
二
年
か
ら
明
治
四
年
七
月
ま
で
は
水
戸
藩
知
事
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

書
は
光
圀
以
来
、
水
戸
藩
の
伝
統
に
な
っ
た
儒
式
喪
祭
儀
礼
を
継
承
す
る
も

の
で
、
斉
昭
の
事
跡
を
記
念
す
る
た
め
に
刊
行
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ

し
、
明
治
維
新
と
い
う
新
た
な
時
代
を
迎
え
て
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
力
を
発
揮

し
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

さ
て
、
斉
昭
の
改
革
と
こ
の
書
の
関
係
を
見
て
み
よ
う
。
斉
昭
は
藩
主
と

な
っ
た
翌
年
の
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
に
は
早
く
も
廃
仏
毀
釈
を
開
始
し

た
。
そ
れ
は
寺
院
の
破
却
、
僧
侶
の
整
理
と
風
儀
粛
清
、
梵
鐘
・
仏
具
類
の

没
収
、
葬
祭
そ
の
他
仏
事
風
習
の
刷
新
、
神
仏
分
離
、
神
職
に
対
す
る
神
葬
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献
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祭
の
実
施
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
そ
し
て
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
に
は
領

内
で
の
火
葬
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
僧
侶
を
か
か
わ
ら
せ
な
い
儒
式
の
「
自

葬
祭
」
を
領
民
に
奨
励
し
た
。
つ
い
で
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
に
は
自

葬
祭
の
式
次
第
を
定
め
、
翌
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
二
月
に
は
盂
蘭
盆
会

そ
の
他
の
仏
事
法
要
を
禁
じ
、
七
月
に
は
そ
の
葬
祭
式
を
村
々
に
配
布
し
て

写
し
取
ら
せ
た
、
と
い
う）

（（
（

。
こ
の
よ
う
な
過
激
と
も
い
え
る
廃
仏
政
策
が
幕

府
の
警
戒
心
を
生
み
斉
昭
失
脚
の
要
因
と
な
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
と

お
り
で
、
ま
さ
に
そ
の
年
の
弘
化
元
年
五
月
に
は
隠
居
を
命
ぜ
ら
れ
、
家
督

を
長
子
慶
篤
に
譲
っ
て
い
る
。

　

こ
の
天
保
年
間
の
改
革
に
お
け
る
葬
祭
（
喪
祭
）
の
式
次
第
を
整
理
し
た

も
の
が
『
喪
祭
式
』
な
の
で
あ
る）

（（
（

。
こ
の
う
ち
「
喪
祭
式
附
録
」
に
収
め
る

「
郷
中
喪
祭
大
概
」「
天
保
年
中
郷
中
達
之
略
」
が
漢
字
・
ひ
ら
が
な
に
よ
る

和
文
で
記
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
「
郷
中
喪
祭
大
概
」
の
冒
頭
に
「
禮
ハ
庶
人

に
下
ら
ず
と
い
ふ
事
あ
れ
ど
も
聊
か
大
略
を
あ
げ
て
附
録
と
す
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
し
て
、
武
士
以
外
の
一
般
庶
民
を
も
対
象
に
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。

　
『
喪
祭
式
』
の
基
本
的
発
想
は
、「
郷
中
喪
祭
大
概
」
の
次
の
よ
う
な
記
述

に
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。

人
死し

す
れ
バ
別
に
一
つ
の
快
く
ハ
い

樂ら
く

困こ
ん

苦く

の
所
に
往ゆ

き
他た

物ぶ
つ

に
化け

生し
や
うす

る
と

思
ふ
は
惑
ま
ど
ひ

也
。
眼が
ん

前ぜ
ん

の
天
地
の
外
に
世せ

界か
い

と
い
ふ
ハ
な
き
事
な
り
。
萬ば
ん

物ぶ
つ

天
に
本
づ
き
人
は
祖そ

に
本
づ
く
と
云い
ひ

い
て
父
母
先
祖
の
気き

血け
つ

骨こ
つ

肉に
く

を

分
け
て
子
孫
と
な
る
。
子
孫
の
身
は
す
な
ハ
ち
父
母
の
身
な
れ
ば
死
す

と
い
へ
ど
も
死
せ
ず
し
て
気き

血け
つ

骨こ
つ

肉に
く

ハ
永
く
つ
き
る
こ
と
な
く
一
家
の

中
に
と
ゞ
ま
る
な
れ
ば
他た

物ふ
つ

に
化け

生し
や
うす
る
の
理
こ
と
ハ
りあ
る
べ
か
ら
ず
。
…
…

萬ば
ん

物ぶ
つ

の
生し
や
うず
る
こ
と
天
地
の
気
を
請う
け

て
魂こ
ん

魄は
く

と
な
る
。
死
す
る
時
は
魂こ
ん

魄は
く

身し
ん

躰た
い

を
は
な
れ
て
天
地
に
帰か
え

る
。
其
の
遊ゆ
う

散さ
ん

す
る
を
留と
ゞ

め
ん
が
た
め

神し
ん

主し
ゆ

位い

牌は
い

を
制せ
い

し
て
其
の
神
を
こ
め
置お
く

な
り
。
親お
や

の
魂こ
ん

魄は
く

つ
き
る
事
な

く
永
く
其
家
に
在あ
り

て
子
孫
の
身
に
つ
き
ま
と
ひ
子
孫
を
守
り
て
福
さ
い
は
いを
も

降く
だ

す
べ
き
道と
う

理り

な
れ
ば
死し

者し
や

も
孝か
う

子し

も
其そ
の

心こ
こ
ろに

お
ゐ
て
や
す
き
に
あ
ら

ず
や
。
さ
れ
バ
其
人
な
き
後
に
も
精せ
い

神し
ん

ハ
世
に
な
が
ら
へ
て
孝
子
の
祭

を
享う

く
べ
き
事
必
疑う
た
かひ
あ
る
べ
か
ら
ず
。

　

こ
こ
に
は
、
儒
教
の
気
の
哲
学
に
よ
り
仏
教
の
輪
廻
転
生
が
否
定
さ
れ
る

こ
と
、
こ
の
世
界
以
外
に
極
楽
や
地
獄
と
い
っ
た
他
の
世
界
は
存
在
し
な
い

こ
と
、
死
者
の
霊
魂
は
天
地
に
帰
る
が
、
そ
の
霊
魂
が
憑
依
す
る
も
の
と
し

て
神
主
（
位
牌
）
が
作
ら
れ
る
こ
と
、
霊
魂
は
身
近
な
と
こ
ろ
に
存
在
し
て

い
て
子
孫
の
祭
り
を
享
け
る
こ
と
な
ど
、
儒
教
の
死
生
観
・
祭
祀
観
の
核
心

が
平
易
な
言
葉
で
説
か
れ
て
い
る
。

　
『
喪
祭
式
』
の
記
述
は
、
多
く
が
『
家
礼
』
に
根
拠
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
「
喪
礼
略
節
」
に
お
け
る
式
次
第
か
ら
も
知
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

「
初
終
」「
設
魂
帛
」
に
始
ま
り
、「
立
喪
主
」「
治
棺
」「
択
埋
地
」「
祭
土
地

之
神
」「
刻
誌
石
」「
作
主
」「
題
主
」「
発
引
」
を
経
て
「
小
祥
」「
遷
主
」「
大

祥
」
に
至
る
葬
儀
の
手
順
は
ほ
ぼ
『
家
礼
』
に
沿
っ
た
項
目
に
な
っ
て
い
る
。

「
祭
礼
略
節
」
や
「
喪
祭
儀
節
」
を
見
て
も
、
神
主
・
銘
旌
の
作
り
方
や
そ
の

書
き
方
、
神
主
を
安
置
す
る
祠
堂
の
営
み
方
、
さ
ら
に
は
「
土
神
祭
祝
文
」
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「
題
主
祝
文
」
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
祭
文
は
み
な
『
家
礼
』
の
方
式
に
従
っ
て

い
る
。
祭
祀
と
し
て
春
夏
秋
冬
の
「
時
祭
」
を
重
要
視
す
る
の
も
『
家
礼
』

に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
喪
祭
式
』
に
『
家
礼
』
の
影
響
が
強
い
の
は
、
そ
も
そ
も

『
家
礼
』
が
士
庶
（
士
人
と
庶
民
）
の
た
め
の
儀
礼
書
で
あ
っ
た
こ
と
に
一
つ

の
理
由
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
士
庶
（
藩
士
と
庶
民
）
を
対
象
と
す
る
『
喪

祭
式
』
に
と
っ
て
、『
家
礼
』
は
親
近
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
頼
房

や
光
圀
ら
の
葬
儀
や
墓
制
、
水
戸
歴
代
藩
主
を
祭
る
祠
堂
が
、
そ
の
地
位
に

よ
り
中
国
の
「
諸
侯
」
と
し
て
の
儀
礼
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
の
と
は
違

い
、
よ
り
広
い
階
層
を
念
頭
に
置
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、『
喪
祭
式
』
に
は
『
家
礼
』
を
簡
略
化
し
た
り
日
本
的
改
変
を

加
え
て
い
る
ケ
ー
ス
も
見
出
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
復
の
礼
は
志
あ
る
者
だ

け
が
行
な
え
ば
よ
い
と
し
た
り
、
魂
帛
は
用
い
な
く
て
も
よ
い
と
す
る
こ
と
、

喪
服
は
中
国
風
の
斬
衰
や
斉
衰
で
は
な
く
日
本
風
の
藤
衣
を
着
る
と
す
る
こ

と
、
神
主
に
は
陷
中
が
な
く
て
も
よ
い
と
す
る
こ
と
、
親
の
喪
に
服
す
る
期

間
は
足
か
け
三
年
で
は
な
く
、「
国
制
」
に
よ
り
「
小
祥
」
す
な
わ
ち
ま
る
一

年
ま
で
と
す
る
こ
と
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
神
主
を
安
置
す
る
箱

（『
家
礼
』
で
い
う
龕
）
を
三
つ
に
仕
切
る
こ
と
や
、
始
祖
の
神
主
を
置
く
と

す
る
こ
と
も
『
家
礼
』
と
は
違
う
点
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
訂
正
は
国
情
や
時
代
が
違
え
ば
当
然
起
こ
り
う
る

こ
と
で
あ
っ
て
、
儀
礼
の
主
な
内
容
が
『
家
礼
』
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
こ

と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。『
喪
祭
式
』
は
『
家
礼
』
を
基
本
に
し
つ
つ
、
そ

れ
を
日
本
で
行
な
う
た
め
の
改
変
を
つ
け
加
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、『
喪
祭
式
』
の
儀
礼
を
「
神
式
」
と
す
る
見
方
が
あ
る
が）

（（
（

、
す
で
に

明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
は
正
し
く
な
い
。
儒
教
と
日
本
神
道
に
は
死
生
観

や
霊
魂
観
に
お
い
て
共
通
す
る
面
が
あ
り
、
ま
た
、
幕
末
に
勃
興
し
た
い
わ

ゆ
る
「
神
葬
祭
」
が
儒
教
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
儒
式

が
神
式
と
混
同
さ
れ
て
そ
の
よ
う
な
誤
解
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、『
喪

祭
式
』
の
基
本
記
述
が
儒
式
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
の
で
、
こ
こ

で
再
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
6
　『
儒
葬
祭
式
』

　
『
儒
葬
祭
式
』
は
岡
山
大
学
附
属
図
書
館
・
池
田
家
文
庫
に
蔵
さ
れ
る
。
池

田
家
文
庫
は
岡
山
藩
お
よ
び
池
田
元
侯
爵
家
の
旧
蔵
書
で
あ
る
。
本
書
は
写

本
一
冊
で
、
整
理
番
号
は
Ｐ
三
―
六
五
。
扉
に
「
水
府
封
内
ニ
行
フ
所
」
と

書
付
が
あ
る
よ
う
に
、
水
戸
藩
の
喪
祭
儀
礼
を
記
し
た
も
の
で
、
く
ず
し
字

の
和
文
で
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
文
献
は
前
述
の
水
戸
藩
『
喪
祭
式
』
に
附
録
す
る
「
郷
中
喪
祭
大
概
」

お
よ
び
「
天
保
年
中
郷
中
達
之
略
」
に
共
通
す
る
部
分
が
多
い
。
お
そ
ら
く

天
保
年
間
に
水
戸
藩
で
転
写
さ
れ
た
自
葬
祭
の
礼
式
の
異
本
で
あ
ろ
う
。

　

両
者
を
比
べ
る
と
、『
儒
葬
祭
式
』
の
初
め
の
部
分
は
『
喪
祭
式
』
の
「
天

保
年
中
郷
中
達
之
略
」
と
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
が
、
さ
ら
に
詳
し
い
説
明

を
つ
け
加
え
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
続
く
「
郷
中
喪
祭
大
概
」
は
『
喪
祭

式
』
の
「
郷
中
喪
祭
大
概
」
と
ほ
ぼ
共
通
す
る
が
、
後
半
の
「
位
牌
認
法
」
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藩
の
儒
教
喪
祭
儀
礼
文
献
に
つ
い
て

四
九

以
下
は
『
喪
祭
式
』
よ
り
も
ず
っ
と
詳
し
く
な
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
と
同
類
の
文
献
と
し
て
注
意
さ
れ
る
の
は
伊
勢
神
宮
附

設
の
神
宮
文
庫
に
蔵
さ
れ
る
『
水
戸
喪
祭
大
概
』
と
い
う
文
献
で
あ
る
（
写

本
一
冊
、
整
理
番
号
：
第
二
門
一
九
〇
七
）。
そ
の
巻
首
内
題
に
「
郷
中
喪
祭

大
概
」
と
あ
り
、
巻
末
の
識
語
に
よ
れ
ば
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
六
月

に
江
戸
で
書
写
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
ま
た
斉
昭
時
代
の
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
『
儒
葬
祭
式
』
と
『
水
戸
喪
祭
大
概
』
の
両
文
献
に
は
当
時
の
達
し

が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
『
儒
葬
祭
式
』

　
　
　

一　

御
定
祭
願
相
濟
候
ハ
ゞ
、
村
役
人
ゟ
指
圖
之
通
取
計
可
申
事

　
　
　
　
　
　
　

但
願
相
濟
候
ハ
ゞ
、
七
月
盂
蘭
盆
之
外
、
俗
家
に
て
佛
事

　
　
　
　
　
　
　

修
行
不
可
致
事

　
『
水
戸
喪
祭
大
概
』

郷
中
自
分
葬
祭
願
相
濟
候
者
、
村
役
人
よ
り
指
圖
之
通
取
計
可

申
事

一

	

右
願
相
濟
候
者
、
七
月
盂
蘭
盆
其
外
俗
家
ニ
而
佛
事
修
行
不
可

致
事

　

こ
れ
ら
は
文
言
こ
そ
い
く
ら
か
違
う
も
の
の
同
じ
内
容
で
あ
っ
て
、
自
喪

祭
（
自
葬
祭
）
を
願
い
出
た
庶
民
は
村
役
人
の
指
示
に
従
う
こ
と
、
七
月
の

盂
蘭
盆
会
を
は
じ
め
仏
教
の
法
会
を
み
ず
か
ら
行
な
っ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
を

命
じ
て
い
る
。
こ
の
達
し
は
『
喪
祭
式
』
に
は
載
せ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
天
保

年
間
当
時
の
実
情
を
よ
く
伝
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の

文
献
は
、
斉
昭
の
改
革
が
水
戸
藩
の
み
な
ら
ず
江
戸
や
岡
山
藩
ま
で
伝
わ
っ

て
い
た
こ
と
を
示
す
点
で
も
貴
重
な
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

な
お
、
水
戸
藩
で
は
歴
代
藩
主
を
祀
っ
た
祠
堂
に
お
け
る
祭
祀
も
光
圀
以

来
続
け
ら
れ
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
を
経
て
、
現
在
な
お
行
な
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
祠
堂
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
関
連
の
儀
礼
文
献
は
お
お
む
ね
写
本
で
あ
り
、

現
在
、
水
戸
徳
川
家
を
継
ぐ
水
府
明
徳
会
彰
考
館
が
所
蔵
し
て
い
る
。
そ
の

主
な
リ
ス
ト
は
拙
稿
「
水
戸
徳
川
家
と
儒
教
儀
礼
―
祭
礼
を
中
心
に）

（（
（

」
に

載
せ
て
お
い
た
の
で
、
あ
わ
せ
参
照
さ
れ
た
い
。

注（
（
）		

『
藤
原
惺
窩
全
集
』
巻
上
（
思
文
閣
出
版
、
復
刊
、
一
九
七
八
年
）
一
三
八
頁
。

（
（
）		

吾
妻
重
二
「
水
戸
徳
川
家
と
儒
教
儀
礼
―
葬
礼
を
め
ぐ
っ
て
」（『
東
洋
の
思

想
と
宗
教
』
第
二
十
五
号
、
早
稲
田
大
学
東
洋
哲
学
会
、
二
〇
〇
八
年
）、「
水
戸

徳
川
家
と
儒
教
儀
礼
―
祭
礼
を
中
心
に
」（『
ア
ジ
ア
文
化
交
流
研
究
』
第
三
号
、

関
西
大
学
ア
ジ
ア
文
化
交
流
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
八
年
）、「
池
田
光
政
と
儒

教
喪
祭
儀
礼
」（『
東
ア
ジ
ア
文
化
交
渉
研
究
』
創
刊
号
、
関
西
大
学
文
化
交
渉
学

教
育
研
究
拠
点
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
（
）		

徳
川
圀
順
編
『
水
戸
義
公
全
集
』
中
巻
（
角
川
書
店
、
一
九
七
〇
年
）
二
〇
七

頁
。

（
（
）		

注
（
（
）
所
掲
の
吾
妻
「
水
戸
徳
川
家
と
儒
教
儀
礼
―
葬
礼
を
め
ぐ
っ
て
」

を
参
照
さ
れ
た
い
。
林
鵞
峰
『
泣
血
余
滴
』
は
吾
妻
編
著
『
家
礼
文
献
集
成　

日

本
篇　

一
』（
東
西
学
術
研
究
所
資
料
集
刊
二
十
七
―
一
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）
に

影
印
収
録
し
た
。

（
（
）		
注
（
（
）
所
掲
の
吾
妻
「
水
戸
徳
川
家
と
儒
教
儀
礼
―
祭
礼
を
中
心
に
」
を

参
照
さ
れ
た
い
。

（
（
）		

『
神
道
集
成
』
は
神
道
大
系
編
纂
会
『
神
道
大
系
』
首
編
一
（
神
道
大
系
編
纂



五
〇

会
、
一
九
八
一
年
）
所
収
の
翻
刻
に
よ
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
い
わ
ゆ
る
第
一
次

の
十
二
巻
本
で
あ
り
、
の
ち
の
増
補
十
七
巻
本
で
は
「
殯
葬
諸
式
」
と
い
う
題
が

つ
く
。
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
『
神
葬
祭
資
料
集
成
』（
ぺ
り
か
ん
社
、

一
九
九
五
年
）
に
も
本
文
献
の
翻
刻
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
殯
葬
諸
式
」
の
題
を

掲
げ
て
い
る
。

（
（
）		

水
戸
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
水
戸
市
史
』
中
巻
㈠
（
水
戸
市
役
所
、
一
九
六
八

年
）
八
七
四
頁
。

（
（
）		

近
藤
啓
吾
「
水
戸
光
圀
と
神
葬
祭
」（『
水
戸
史
学
』
第
二
十
九
号
、
一
九
八
八

年
）。

（
（
）		

な
お
、『
神
道
集
成
』
所
収
の
「
葬
祭
」
に
は
、
実
は
儒
教
の
影
響
が
認
め
ら
れ

る
。
注
（
（
）
所
掲
の
『
神
葬
祭
資
料
集
成
』
が
当
文
献
を
「
神
儒
習
合
流
葬
祭
」

に
分
類
し
て
い
る
の
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。

（
（0
）		

水
戸
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
水
戸
市
史
』
中
巻
㈢	

（
水
戸
市
役
所
、
一
九
七
六

年
）
二
八
八
頁
。

（
（（
）		

今
井
宇
三
郎
・
瀬
谷
義
彦
・
尾
藤
正
英
校
注
『
水
戸
学
』（
日
本
思
想
大
系
五
十

三
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）
四
三
七
頁
。

（
（（
）		

幕
末
の
栗
田
寬
に
『
葬
礼
私
考　

同
附
録
』
二
册
の
著
が
あ
る
が
（
慶
応
二
年

撰
、
明
治
九
年
刊
）、
こ
の
書
は
日
本
古
代
の
葬
儀
・
墳
墓
を
研
究
し
た
も
の
で
あ

っ
て
、
葬
祭
儀
礼
の
実
践
書
で
は
な
い
。
瀬
沼
好
文
「
栗
田
寛
博
士
の
『
祭
礼
私

考
』」（『
水
戸
史
学
』
第
五
十
七
号
、
二
〇
〇
二
年
）
参
照
。

（
（（
）		

井
上
宗
雄
ほ
か
『
日
本
古
典
籍
書
誌
学
辞
典
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）「
小

川
多
左
衛
門
」
の
項
参
照
。

（
（（
）		

『
朱
氏
談
綺
』
は
一
九
八
八
年
、『
朱
氏
舜
水
談
綺
』
と
題
し
、
華
東
師
範
大
学

出
版
社
か
ら
「
上
海
文
献
叢
書
」
の
一
冊
と
し
て
影
印
出
版
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

（
（（
）		

吾
妻
重
二
「
深
衣
に
つ
い
て
―
近
世
中
国
・
朝
鮮
お
よ
び
日
本
に
お
け
る
儒

服
の
問
題
」（
松
浦
章
編
『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
文
化
情
報
の
発
信
と
受
容
』
所

収
，
関
西
大
学
ア
ジ
ア
文
化
交
流
研
究
叢
刊
第
四
輯
、
雄
松
堂
出
版
、
二
〇
一
〇

年
）
参
照
。

（
（（
）		

こ
れ
ら
『
慎
終
日
録　

威
公
』
お
よ
び
『
慎
終
日
録　

義
公　

恭
伯
世
子
』
に

つ
い
て
は
す
で
に
翻
刻
が
あ
る
。
古
文
書
研
究
會
「
慎
終
日
録　

義
公
・
恭
伯
世

子
」（『
水
戸
史
学
』
第
五
六
号
、
二
〇
〇
二
年
）、
同
「
慎
終
日
録　

威
公
」（『
水

戸
史
学
』
第
五
七
号
、
二
〇
〇
二
年
）
で
あ
る
。
た
だ
し
、
誤
字
・
脱
字
が
い
く

ら
か
あ
る
。

（
（（
）		

石
河
（
石
川
）
明
善
に
つ
い
て
は
、
清
水
正
健
『
増
補	

水
戸
の
文
籍
』（
水
戸

の
学
風
普
及
会
、
一
九
七
一
年
再
版
）
一
一
六
頁
参
照
。

（
（（
）		

な
お
、
光
圀
の
葬
儀
に
関
し
て
は
、『
源
義
公
葬
儀
日
録
』
が
水
府
明
徳
会
彰
考

館
に
蔵
さ
れ
、
近
藤
啓
吾
『
儒
葬
と
神
葬
』
に
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
〇
年
）

に
そ
の
翻
刻
が
載
せ
ら
れ
て
い
て
参
考
に
な
る
。
た
だ
し
記
録
の
内
容
は
総
じ
て

『
慎
終
日
録
』
の
方
が
詳
し
い
。

（
（（
）		

名
越
時
正
「
水
戸
藩
に
お
け
る
崎
門
学
者
の
功
績
」（
名
越
『
水
戸
光
圀
と
そ
の

余
光
』
所
収
、
水
戸
史
学
会
、
一
九
八
五
年
）。

（
（0
）		

安
積
澹
泊
「
大
城
祠
堂
宜
称
廟
議
」
は
水
府
明
徳
会
彰
考
館
に
蔵
す
る
写
本
で

あ
る
（
整
理
番
号
は
九
八
八
六
）。

（
（（
）		

注
（
（
）
所
掲
の
吾
妻
「
水
戸
徳
川
家
と
儒
教
儀
礼
―
葬
礼
を
め
ぐ
っ
て
」

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（（
）		

徳
川
圀
順
編
『
水
戸
義
公
全
集
』
上
巻
（
角
川
書
店
、
一
九
七
〇
年
）
四
六
五

頁
。

（
（（
）		

常
盤
神
社
・
水
戸
史
学
会
編
『
水
戸
義
公
伝
記
逸
話
集
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九

七
八
年
）
九
五
頁
。

（
（（
）		

田
世
民
「
水
戸
藩
の
儒
礼
実
践
―
『
喪
祭
儀
略
』
を
中
心
に
」（『
近
世
日
本

に
お
け
る
儒
礼
受
容
の
研
究
』
第
四
章
、
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
二
年
）
に
指
摘

が
あ
る
。

（
（（
）		

注
（
（（
）
所
掲
『
水
戸
義
公
全
集
』
上
巻
、
四
六
八
頁
。

（
（（
）		

『
泣
血
余
滴
』
は
注
（
（
）
所
掲
の
吾
妻
編
著
『
家
礼
文
献
集
成　

日
本
篇	

一
』

に
よ
る
。

（
（（
）		
「
喪
礼
略
」（
二
）
は
財
団
法
人
無
窮
会
お
よ
び
麗
沢
大
学
図
書
館
・
広
池
文
庫

に
蔵
さ
れ
る
。
こ
の
誤
解
に
つ
い
て
は
注
（
（（
）
所
掲
の
田
世
民
「
水
戸
藩
の
儒

礼
実
践
―
『
喪
祭
儀
略
』
を
中
心
に
」
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。



水
戸
藩
の
儒
教
喪
祭
儀
礼
文
献
に
つ
い
て

五
一

（
（（
）		

安
積
覚
「
答
荻
徂
徠
書
」（『
朱
舜
水
集
』
下
冊
（
北
京
・
中
華
書
局
、
一
九
八

一
年
）
七
六
七
頁
。

（
（（
）		

注
（
（
）
所
掲
『
水
戸
市
史
』
中
巻
㈠
（
水
戸
市
役
所
、
一
九
六
八
年
）
八
七

三
頁
。
な
お
、
安
積
澹
泊
は
水
戸
黄
門
ド
ラ
マ
の
「
格
さ
ん
」
の
モ
デ
ル
と
な
っ

た
人
物
で
、
現
在
、
常
盤
墓
地
で
は
こ
れ
を
「
格
さ
ん
の
墓
」
と
し
て
宣
伝
し
て

い
る
の
も
ほ
ほ
え
ま
し
い
。

（
（0
）		

長
澤
規
矩
也
監
修
・
長
澤
孝
三
編
『
改
訂
増
補	

漢
文
学
者
総
覧
』（
汲
古
書
院
、

二
〇
一
一
年
）
九
二
頁
、
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
『
和
学
者
総
覧
』（
汲

古
書
院
、
一
九
九
〇
年
）
一
四
九
頁
に
よ
る
。

（
（（
）		

国
学
院
大
学
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
黒
川
文
庫
（
黒
川
家
）」
の
解
説
に
よ

れ
ば
、
当
時
黒
川
家
に
八
万
冊
あ
ま
り
収
集
さ
れ
て
い
た
蔵
書
は
関
東
大
震
災
で

三
分
の
二
が
焼
失
し
、
残
っ
た
蔵
書
は
第
二
次
世
界
戦
後
に
家
族
に
よ
り
売
却
さ

れ
、
現
在
各
所
に
分
散
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
現
在
、
国
学
院
大
学
の
黒
川

文
庫
は
そ
の
蔵
書
の
一
部
を
収
め
る
が
、
本
書
は
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。

（
（（
）		

注
（
（
）
所
掲
の
吾
妻
「
水
戸
徳
川
家
と
儒
教
儀
礼
―
葬
礼
を
め
ぐ
っ
て
」

を
参
照
。

（
（（
）		

注
（
（（
）
所
掲
の
田
世
民
「
水
戸
藩
の
儒
礼
実
践
―
『
喪
祭
儀
略
』
を
中
心

に
」
に
考
察
が
あ
る
。

（
（（
）		

加
藤
九
皐
に
つ
い
て
は
、
注
（
（（
）
所
掲
『
増
補	

水
戸
の
文
籍
』
五
〇
頁
、
お

よ
び
国
文
学
研
究
資
料
館
の
日
本
古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
参
照
。

（
（（
）		

本
書
に
つ
い
て
は
、
近
藤
啓
吾
『
儒
葬
と
神
葬
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
〇

年
）
一
四
一
頁
以
下
に
紹
介
が
あ
る
。
な
お
、
注
（
（
）
の
吾
妻
「
水
戸
徳
川
家

と
儒
教
儀
礼
―
葬
礼
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
、『
喪
祭
儀
略
』
の
が
ん
ら
い
の
撰
者

を
加
藤
九
皐
と
推
測
し
た
が
、
年
代
的
に
見
て
誤
り
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
訂
正
し

た
い
。

（
（（
）		

注
（
（（
）
所
掲
『
増
補	

水
戸
の
文
籍
』
烈
公
の
項
、
二
三
頁
。

（
（（
）		

な
お
、
出
版
取
締
り
の
担
当
官
庁
は
明
治
五
年
正
月
、
大
史
局
か
ら
文
部
省
に

移
っ
た
。
明
治
初
期
の
出
版
条
例
に
関
し
て
は
内
川
芳
美
「
出
版
条
例
」（『
国
史

大
辞
典
』
第
七
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）、
谷
井
精
之
介
「
禁
書
［
日

本
］」（『
世
界
大
百
科
事
典
』
平
凡
社
、
一
九
七
八
年
）
を
参
照
。

（
（（
）		

こ
の
書
は
注
（
（
）
所
掲
『
神
葬
祭
資
料
集
成
』
の
二
〇
九
頁
以
下
に
も
翻
刻

収
録
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
「
官
許
」
の
二
字
を
欠
き
、
漢
字
・
カ
タ
カ
ナ
に
よ

る
本
文
を
な
ぜ
か
漢
字
・
ひ
ら
が
な
に
改
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。

（
（（
）		

注
（
（0
）
所
掲
『
水
戸
市
史
』
中
巻
㈢
（
水
戸
市
役
所
、
一
九
七
六
年
）
二
八

七
頁
以
下
。

（
（0
）		

澤
井
啓
一
「
後
期
水
戸
学
の
喪
際
礼
」（
吾
妻
重
二
・
朴
元
在
編
『
朱
子
家
礼
と

東
ア
ジ
ア
の
文
化
交
渉
』
所
収
、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
二
年
）
に
考
察
が
あ
り
、

有
益
で
あ
る
。

（
（（
）		

た
と
え
ば
注
（
（0
）
所
掲
の
『
水
戸
市
史
』
中
巻
㈢
、
二
九
一
頁
は
、『
喪
祭

式
』
に
記
さ
れ
る
自
葬
祭
を
「
神
式
に
基
づ
く
」
と
し
て
い
る
が
、
訂
正
が
必
要

で
あ
ろ
う
。

（
（（
）		

注
（
（
）
参
照
。
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Funeral and Ancestral Rituals of Confucianism 
in pre-modern Mito-han （Japan）

AZUMA Juji

	 Among	the	most	 important	daimyo	of	early	modern	Japan	to	embrace	and	
promulgate	 Confucianism	 were	 Tokugawa	 Mitsukuni	 of	 Mito	 and	 Ikeda	
Mitsumasa	 of	 Okayama,	 and	 both	 were	 naturally	 keenly	 interested	 in	
Confucian	ritual	practices.
	 Confucianism	 particularly	 flourished	 in	 Mito	 during	 Mitsukuni’s	 era	 and	
later,	 at	 the	 end	 of	 the	 Tokugawa	 period,	 when	 Tokugawa	 Nariaki	 was	
daimyo	 of	 the	 domain.	 But	 throughout	 this	 period,	 Mito	 Confucianists	
conducted	 an	 earnest	 inquiry	 into	 the	 proper	 procedure	 for	 the	 conduct	 of	
funeral	and	ancestral	rites,	 in	which	Zhu	Xi’s	Jiali	（Family	Rituals）	functioned	
as	 a	 key	 text.	 This	 paper	 will	 trace	 the	 development	 of	 Confucian	 ritual	
practice	 in	Mito,	 accompanied	 by	 a	 broad	 examination	 of	 the	 textual	 sources	
related	 to	 funeral	 and	 ancestral	 rituals.	 In	 addition,	 although	 some	 scholars	
have	 argued	 that	 funeral	 rites	 in	Mito	were	 conducted	 in	 a	 Shinto	 style,	 this	
paper	 provides	 evidence	 that	 this	 is	 a	 misinterpretation	 and	 that	 Mito	
funerary	rites	were	 fundamentally	Confucian	 in	nature.


