
一

『
家
礼
』
と
崎
門
派
に
お
け
る
神
主
・
櫝
・
墓
碑
・
墓
誌

吾　

妻　

重　

二

は
じ
め
に

　

朱
熹
『
家
礼
』
通
行
本
の
巻
頭
に
は
、
儀
礼
実
践
に
便
な
ら
し
め
る
た
め
の
多
く
の
図
が
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
『
家
礼
』
原
本
に

は
も
と
も
と
な
か
っ
た
も
の
だ
が
、
明
代
の
「
性
理
大
全
」
所
収
の
『
家
礼
』
が
こ
れ
ら
の
図
を
載
せ
た
た
め
に
、
性
理
大
全
の
権
威
と

あ
い
ま
っ
て
明
清
時
代
に
広
く
普
及
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
中
国
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
朱
子
学
の
伝
播
に
と
も
な
っ
て
日
本
や

韓
国
、
さ
ら
に
は
ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
の
図
は
強
い
影
響
力
を
発
揮
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
通
行
本
『
家
礼
』
巻
頭
所
載
の
図
（
以
下
、
家
礼
図
と
称
す
る
）
の
ほ
と
ん
ど
は
朱
熹
自
身
が
描
い
た
も
の
で
は
な

く
、
朱
熹
自
身
の
説
と
は
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
と
に
気
づ
い
て
い
た
の
は
山
崎
闇
斎
（
一
六
一
九

－

一
六
八
二
）
で
あ
っ

て
、
そ
の
家
礼
図
に
関
す
る
批
評
は
今
な
お
傾
聴
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
闇
斎
は
魂
の
よ
り
し
ろ
で
あ
る
神し

ん

主し
ゅ

や
、
そ
れ
を
納
め

て
お
く
櫝と

く

、
さ
ら
に
は
墓
碑
や
墓
誌
の
つ
く
り
に
つ
い
て
特
色
あ
る
見
方
を
提
示
し
、
そ
れ
が
浅
見
絅
斎
（
一
六
五
二

－

一
七
一
二
）
や

若
林
強
斎
（
一
六
七
九

－

一
七
三
二
）
ら
崎
門
派
の
人
々
に
受
け
継
が
れ
た
。
そ
の
構
想
は
日
本
の
『
家
礼
』
史
を
考
え
る
う
え
で
無
視
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で
き
な
い
も
の
が
あ
り
、
ま
た
和
文
の
墓
誌
な
ど
日
本
の
葬
礼
に
も
一
定
程
度
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
闇
斎
学
派
の
こ
れ
ら
の
構
想
の
特
色
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
た
め
に
は
も
と
の
説
が
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
、
神
主
や
櫝
、
墓
碑
、
墓
誌
を
め
ぐ
っ
て
、
家
礼
図
や
朱
熹
自
身
の
説
も
あ
わ

せ
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

一
　
家
礼
図
と
神
主
を
め
ぐ
っ
て

　
1
　
家
礼
図
に
つ
い
て

　

ま
ず
、
家
礼
図
の
性
質
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

そ
も
そ
も
家
礼
図
は
元
・
黄
瑞
節
「
朱
子
成
書
」
所
載
の
『
家
礼
』
が
初
め
て
ま
と
め
て
掲
載
し
た
も
の
で
、
そ
れ
を
明
初
の
「
性
理

大
全
」
所
収
の
『
家
礼
』
が
踏
襲
し
た
こ
と
に
よ
り
一
般
化
し
た
。
浅
見
絅
斎
校
点
の
和
刻
本
『
家
礼
』
は
こ
の
性
理
大
全
本
の
家
礼
図

を
そ
の
ま
ま
載
せ
て
お
り
、
朝
鮮
に
お
い
て
多
数
著
わ
さ
れ
た
『
家
礼
』
注
釈
・
研
究
書
も
ほ
ぼ
例
外
な
く
こ
れ
を
用
い
て
い
る
。
さ
ら

に
明
代
の
洪
武
三
年
（
一
三
七
〇
）
に
成
っ
た
勅
撰
書
『
大
明
集
礼
』、
正
徳
六
年
（
一
五
一
一
）
に
頒
布
さ
れ
た
『
大
明
会
典
』
は
み
な

性
理
大
全
本
の
家
礼
図
を
分
載
し
て
い
る）

（
（

。『
家
礼
』
関
連
テ
キ
ス
ト
と
し
て
最
も
広
く
読
ま
れ
、
多
く
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
生
ん
だ
明
代
中

期
の
丘
濬
『
文
公
家
礼
儀
節
』
も
、
い
く
ら
か
手
を
加
え
つ
つ
こ
れ
を
使
用
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
ぐ
あ
い
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
家
礼
図
は
本
来
の
『
家
礼
』
に
は
な
く
、
現
存
す
る
最
古
の
『
家
礼
』
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
南
宋
末
・
淳
祐
五
年
の
周
復

五
巻
本
に
は
巻
頭
に
木
主
全
式
と
し
て
木
主
（
神
主
）
と
尺
図
の
み
を
載
せ
、
附
録
内
に
喪
服
の
図
を
い
く
ら
か
載
せ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

し
か
し
明
代
以
降
に
お
い
て
は
、
黄
瑞
節
の
朱
子
成
書
に
由
来
す
る
こ
れ
ら
の
図
が
、
性
理
大
全
系
『
家
礼
』（
す
な
わ
ち
通
行
本
『
家
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礼
』）
と
一
体
と
な
っ
て
普
及
す
る
こ
と
に
な
っ
た）

（
（

。

　

家
礼
図
が
『
家
礼
』
本
文
の
記
述
と
不
一
致
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
『
文
公
家
礼
儀
節
』
が
指
摘
し
て
い
る
が
、
闇
斎
も
こ
れ
に
賛
同

し
、
家
礼
図
を
妄
信
せ
ず
に
独
自
の
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る）

（
（

。

　
2
　
神
主
に
つ
い
て

　

ま
ず
、
神
主
に
つ
い
て
は
『
家
礼
』
原
本
に
も
と
も
と
図
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
朱
熹
自
身
に
も
詳
し
い
言
及
が
あ
る）

（
（

。
こ
れ
に
つ
き

闇
斎
も
『
文
会
筆
録
』
巻
二
・
近
思
録
の
作
主
式
部
分
で
か
な
り
厳
密
に
考
証
を
加
え
、
も
と
の
つ
く
り
を
図
を
つ
け
て
復
元
し
て
い
る
。

こ
の
作
業
に
は
門
人
の
浅
見
絅
斎
も
協
力
し
た
ら
し
い）

（
（

。

　

こ
こ
で
特
徴
的
な
の
は
、
神
主
正
面
に
子
孫
が
「
孝
子
某
奉
祀
」
な
ど
と
書
き
つ
け
る
旁
題
の
位
置
で
あ
っ
て
、
闇
斎
は
『
家
礼
』
喪

礼
・
題
木
主
章
に
「
其
下
左
旁
曰
孝
子
某
奉
祀
」（
其
の
下
左
旁
に
曰
く
、
孝
子
某
奉
祀
す
と
）
と
い
う
「
左
」
を
、
向
か
っ
て
左
で
は
な

く
、
神
主
自
体
の
左
だ
と
す
る
。
そ
の
理
由
は
神
道
（
祭
祀
）
で
は
右
を
尊
ぶ
か
ら
で
、
闇
斎
は
朝
鮮
の
李
滉
『
自
省
録
』
を
根
拠
と
し

て
引
い
た
あ
と
、

旁
題
、
伊
川
文
集
図
・
家
礼
図
皆
書
主
右
。
蓋
従
宋
制
爾
。
儀
節
亦
書
主
右
、
正
従
明
制
也
。
…
…
従
西
上
之
序
、
則
皆
当
書
主
左
也
。

と
い
っ
て
い
る
。
東
西
で
い
え
ば
西
が
上
手
と
な
る
か
ら
、
奉
祀
者
の
名
は
祖
先
の
名
の
東
（
下
手
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の

で
あ
る
。
神
主
は
南
面
し
て
安
置
さ
れ
る
た
め
、
中
央
に
祖
先
の
名
を
記
し
、
そ
の
東
側
（
神
主
自
体
の
左
）
に
奉
祀
者
の
名
を
添
え
書
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き
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
考
え
方
は
家
礼
図
の
神
主
（
図
（
））

（
（

の
み
な
ら

ず
、『
文
公
家
礼
儀
節
』、
さ
ら
に
は
程
頤
の
所
説
と
も

異
な
る
説
で
、
絅
斎
の
『
家
礼
師
説
』
や
絅
斎
門
人
若

林
強
斎
の
『
家
礼
訓
蒙
疏
』
は
み
な
こ
れ
を
継
承
し
、

崎
門
派
の
特
色
あ
る
主
張
と
な
っ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
左
右
の
問
題
に
関
し
て
は
万
治
二
年

（
一
六
五
九
）
刊
行
の
林
鵞
峰
『
泣
血
余
滴
』
が
同
様
の

見
解
を
と
っ
て
い
る）

（
（

。
こ
れ
は
闇
斎
と
同
時
代
で
あ
る

か
ら
、
ど
ち
ら
が
先
か
微
妙
な
と
こ
ろ
だ
が
、
闇
斎
が

『
泣
血
余
滴
』
を
読
ん
で
参
考
に
し
た
可
能
性
は
あ
る
で

あ
ろ
う
。

図 1　通行本（性理大全本）『家礼』神主式の図
（�ここで「孝元孫奉祀」の旁題は神主自体の右側に
書かれていて、闇斎の構想とは違う）

二
　
櫝
韜
藉
式
を
め
ぐ
っ
て

　
1
　
櫝
韜
藉
式
に
つ
い
て

　

家
礼
図
に
は
続
い
て
「
櫝
韜
藉
式
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
問
題
の
多
い
図
で
あ
る
。
通
行
本
の
図
は
次
に
掲
げ
る
と
お
り

で
（
図
（
）、
図
の
周
囲
に
記
さ
れ
た
説
明
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。
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櫝
韜
藉
式

　
　

按
書
儀
云
、
版
下
有
趺
、
韜
之
以
囊
、
藉
之
以
褥
、
府
君
夫
人
共
為
一
匣
、
而
無
其
式
。
今
以
見
於
司
馬
家
廟
者
図
之
。

　
　

坐
式　

面
頂
倶
虚　

底
蓋
闊
厚
、
出
令
受
蓋

　
　

蓋
式　

平
頂　

四
向
直
下
、
正
闊
、
旁
狭

　
　
　
　

蓋
座
皆
以
黒
漆
飾
之

　
　

韜　

全
式

　
　

韜　

縫
式

　
　
　
　

式
如
斗
帳
、
合
縫
居
後
之
中
、
稍
留
其
末
。
頂
用
薄
板
、
自
上
而
下
韜
之
、
與
主
身
斉
。

　
　

藉

　
　
　
　

方
闊
與
櫝
内
同
、
疊
布
加
厚
。
裹
之
以
帛
、
考
紫
、
妣
緋
、
囊
亦
如
之
。

　
　

櫝
式　

平
頂
四
直

　
　
　
　
　

前
作
両
窓
啓
閉

　
　
　
　
　

下
作
平
底
台
座
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図 2　通行本（性理大全本）『家礼』櫝韜藉式の図
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こ
れ
ら
は
坐
・
蓋
・
韜
・
藉
・
櫝
の
五
つ
の
部
分
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
の
つ
く
り
を
解
読
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

坐
と
蓋　
　

坐
は
神
主
を
安
置
す
る
台
座
で
あ
り
、
周
囲
の
板
の
正
面
（
面
）
と
上
部
（
頂
）
を
空
け
て
お
く
。
そ
の
底
の
土
台
部
分

は
幅
と
奥
行
き
を
い
く
ら
か
出
っ
張
ら
せ
、
上
か
ら
か
ぶ
せ
る
蓋ふ
た

の
縦
板
を
受
け
止
め
る
よ
う
に
す
る
。
原
文
の
「
底
蓋
闊
厚
、
出
令
受

蓋
」（
底
の
蓋
の
闊ひ

ろ

さ
厚
さ
は
、
出
で
て
蓋
を
受
け
し
む
）
は
そ
う
し
た
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
文
公
家
礼
儀
節
』
崇
禎
刊

本
巻
一
・
通
礼
図
の
「
座
蓋
制
度
」
が
「
趺
之
四
辺
、
各
寛
於
板
少
許
、
令
可
蓋
」（
趺あ

し

の
四
辺
は
、
各
お
の
板
よ
り
寛ひ

ろ

く
す
る
こ
と
少
し

許ば
か

り
に
し
て
、
蓋ふ

た

す
べ
か
ら
し
む
）
と
言
い
換
え
て
い
る
の
が
参
考
に
な
る
。

　

蓋
は
坐
に
か
ぶ
せ
る
ふ
た

0

0

で
、
て
っ
ぺ
ん
は
平
ら
に
し
、
四
面
は
ま
っ
す
ぐ
下
に
伸
び
る
。
正
面
は
闊ひ

ろ

く
、
側
面
部
分
は
そ
れ
よ
り
も

狭
く
す
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
坐
と
蓋
に
は
み
な
黒
漆
を
塗
っ
て
装
飾
と
す
る
。

　

韜
と
藉　
　

韜と
う

は
上
か
ら
か
ぶ
せ
る
覆
い
で
あ
る
。
そ
の
形
は
「
斗
帳
」
の
よ
う
に
す
る
と
い
う
。
斗
帳
に
つ
い
て
は
『
釈
名
』
釈
牀

帳
に
「
小
帳
曰
斗
帳
、
形
如
覆
斗
」
と
あ
り
、
覆ふ

せ
た
一
斗
升ま

す

の
よ
う
な
四
角
い
形
で
あ
る
。
ま
た
左
右
か
ら
縫
い
合
わ
せ
て
後
ろ
の
真

ん
中
の
と
こ
ろ
で
止
め
、
末
（
裾
）
の
部
分
を
少
し
空
け
る
。
原
文
の
「
稍
留
其
末
」（
稍や

や
其
の
末す

え

を
留と

ど

む
）
の
「
留
む
」
に
つ
い
て

は
、『
儀
礼
』
大
射
礼
に
、
矢
が
侯ま

と

に
届
か
な
い
の
を
「
留
」
と
い
い
、
矢
が
上
が
っ
て
飛
び
す
ぎ
る
の
を
「
揚
」
と
い
う
、
そ
の
「
留
」

と
同
義
で
あ
ろ
う）

（
（

。
下
に
つ
か
な
い
よ
う
に
少
し
空
白
を
作
る
と
い
う
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
て
っ
ぺ
ん
に
は
薄
い
板
を
用
い
、
上

か
ら
下
に
韜か

ぶ

せ
て
、
裾
が
神
主
本
体
と
斉
し
く
な
る
よ
う
に
す
る
。
神
主
が
ぴ
っ
た
り
隠
れ
る
ほ
ど
の
長
さ
に
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
関
し
て
『
文
公
家
礼
儀
節
』
崇
禎
刊
本
の
「
座
蓋
制
度
」
は
、
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古
以
帛
縫
如
斗
帳
、
斉
主
。
四
方
、
板
爲
頂
、
韜
其
主
、
置
於
座
中
、
然
後
加
蓋
。

と
解
説
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
神
主
に
斉ひ

と

し
い
長
さ
の
斗
帳
型
の
韜
を
神
主
に
か
ぶ
せ
た
う
え
で
坐
（
座
）
の
中
央
に
置
き
、
そ

の
あ
と
蓋
を
は
め
る
と
い
っ
て
い
て
参
考
に
な
る
。
家
礼
図
の
順
番
か
ら
す
る
と
韜
は
坐
蓋
に
か
ぶ
せ
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実

は
そ
う
で
は
な
く
、
神
主
に
じ
か
に
か
ぶ
せ
る
も
の
な
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
し
平
板
状
の
神
主
に
囊ふ

く
ろを

使
う
な
ら
わ
か
る
が
、

わ
ざ
わ
ざ
斗
帳
型
の
覆
い
を
使
う
と
い
う
の
は
い
さ
さ
か
奇
妙
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
韜
と
囊
の
混
乱
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

藉し
ゃ

は
神
主
の
下
に
し
く
敷
物
で
あ
る
。
形
は
四
角
で
闊ひ

ろ

さ
は
櫝
の
内
側
と
同
じ
に
し
、
布
を
畳
ん
で
厚
く
す
る
と
い
う
。
そ
の
厚
く
し

た
藉
を
裹つ

つ

む
の
に
、
考
（
亡
き
父
）
の
場
合
は
紫
色
の
帛き

ぬ

を
、
妣
（
亡
き
母
）
の
場
合
は
緋
色
の
帛
を
使
う
。
つ
ま
り
紫
色
・
緋
色
の
座

布
団
の
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
神
主
全
体
を
囊つ

つ

む
場
合
に
も
こ
れ
と
同
様
、
考
の
場
合
は
紫
色
、
妣
の
場
合
は
緋
色
の
帛
を
使
う
と
い
う
。

　

た
だ
こ
こ
で
藉
を
「
櫝
」
の
内
側
に
敷
く
と
し
て
い
る
の
は
奇
妙
で
、
お
そ
ら
く
坐
を
櫝
と
混
同
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
若
林
強
斎

の
『
家
礼
訓
蒙
疏
』
も
、

藉
ハ
シ
ク
ト
訓
ミ
蒲
団
ノ
ヿ
ナ
リ
、
四
方
ニ
シ
テ
闊
サ
ハ
坐
ニ
一
ハ
イ
ニ
ナ
ル
ヤ
ウ
ナ
リ）

（
（

（『
家
礼
訓
蒙
疏
』
巻
三
）

と
、
坐
の
中
に
敷
く
と
い
っ
て
い
る
。
な
お
、
冒
頭
の
「
櫝
韜
藉
式
」
の
題
下
に
引
く
司
馬
光
『
書
儀
』
で
は
、
た
だ
単
に
囊
を
も
っ
て

祠
版
（
司
馬
光
は
神
主
の
代
わ
り
に
板
状
の
祠
版
を
使
う
）
を
包
み
、
褥
を
も
っ
て
祠
版
の
下
に
敷
く
と
し
て
い
て
わ
か
り
や
す
い
の
だ

が
、
家
礼
図
は
器
物
を
追
加
し
た
ぶ
ん
、
逆
に
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
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櫝　
　

神
主
を
中
に
安
置
し
て
お
く
木
箱
で
あ
る
。
て
っ
ぺ
ん
が
平
ら
で
四
面
は
真
っ
す
ぐ
下
に
伸
び
る
。
前
に
は
窓
を
二
つ
つ
け
て

開
閉
す
る
よ
う
に
す
る
。
い
わ
ゆ
る
観
音
開
き
の
形
式
で
あ
る
。
ま
た
下
部
は
平
底
の
台
座
と
す
る
。

　

そ
の
他　
　

こ
の
ほ
か
、
冒
頭
「
櫝
韜
藉
式
」
の
題
下
で
は
司
馬
光
『
書
儀
』
を
引
い
て
「
府
君
夫
人
共
為
一
匣
」
と
い
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
夫
と
妻
の
神
主
を
一
つ
の
箱
内
に
納
め
る
と
い
う
。

　

注
意
す
べ
き
は
、
続
い
て
「
今
以
見
於
司
馬
家
廟
者
図
之
」
と
あ
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
櫝
韜
藉
式
の
図
は
司
馬
家
の
廟
で
見
た
も
の
を

描
い
た
と
い
う
。
誰
が
そ
う
し
た
の
か
と
い
う
と
、「
坐
式
」「
蓋
式
」
の
下
部
に
載
せ
る
識
語
か
ら
、
朱
熹
門
人
の
潘
時
挙
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
司
馬
家
と
は
当
時
の
「
司
馬
侍
郎
」
の
家
を
い
い
い
、
司
馬
光
の
従
曾
孫
、
司
馬
伋
の
こ
と
で
あ
る）

（1
（

。

　

つ
ま
り
、
こ
の
「
櫝
韜
藉
式
」
に
載
せ
る
図
そ
の
も
の
が
朱
熹
の
手
定
で
は
な
く
、
司
馬
光
お
よ
び
そ
の
子
孫
の
方
式
を
潘
時
挙
が
写

し
取
っ
た
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
朱
熹
自
身
の
構
想
と
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
は
或
る
意
味
で
当
然
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
家
礼
図
の
「
櫝
韜
藉
式
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
つ
い
で
に
『
文
公
家
礼
儀
節
』
の
場
合
も
見
て
お
き
た
い
。

　

問
題
を
複
雑
に
し
て
い
る
の
は
『
文
公
家
礼
儀
節
』
に
多
く
の
版
本
が
あ
り
、
原
形
を
と
ど
め
る
正
徳
刊
本
と
、
明
末
の
崇
禎
刊
本
お

よ
び
こ
れ
を
祖
本
と
す
る
和
刻
本
と
で
は
図
が
違
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
図
（
お
よ
び
図
（
）。
図
に
見
る
よ
う
に
、
正
徳
刊
本
に
坐
蓋

の
図
は
な
い
の
に
、
崇
禎
刊
本
（
和
刻
本
）
に
は
そ
れ
が
つ
け
加
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る）

（（
（

。
つ
ま
り
同
書
の
著
者
で
あ
る
丘
濬
は
、
本
来

は
坐
蓋
を
採
用
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
含
め
、『
文
公
家
礼
儀
節
』
に
お
け
る
諸
図
の
特
色
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に

な
る
。

　

一
、『
文
公
家
礼
儀
節
』
は
本
来
、
坐
と
蓋
を
想
定
し
て
お
ら
ず
、
明
末
の
崇
禎
刊
本
に
お
い
て
そ
れ
が
追
加
さ
れ
た）

（1
（

。
し
た
が
っ
て
図

の
下
の
「
座
蓋
制
度
」
と
題
す
る
説
明
も
、
も
ち
ろ
ん
後
世
の
追
加
で
あ
る
。
和
刻
本
『
文
公
家
礼
儀
節
』
は
こ
の
崇
禎
刊
本
を
祖
本
と



一
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す
る
た
め
、
同
じ
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

二
、
韜
と
藉
に
つ
い
て
は
、『
文
公
家
礼
儀
節
』
は
諸
版
本
み
な
採
用
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
図
も
載
せ
て
い
な
い
。
当
然
な
が
ら

「
櫝
韜
藉
式
」
の
標
題
も
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
櫝
式
の
下
に
『
家
礼
』
の
祠
堂
章
を
引
い
た
う
え
で
、

祠
堂
本
章
下
…
…
無
有
韜
藉
之
説
。
其
説
蓋
出
温
公
書
儀
、
朱
子
雖
已
不
取
、
不
可
用
也
。
今
不
復
為
之
図
、
而
止
図
櫝
式
、
従
簡

省
也
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る）

（1
（

。
す
な
わ
ち
韜
と
藉
は
司
馬
光
『
書
儀
』
に
出
る
も
の
で
、
朱
熹
は
採
用
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
こ
こ
で
は
用
い
ず
、

櫝
の
図
の
み
載
せ
た
と
い
う
。

　

三
、
崇
禎
刊
本
（
ま
た
和
刻
本
）
の
蓋
の
図
で
は
、
蓋
の
前
面
上
部
に
小
さ
な
丸
い
穴
を
開
け
て
お
り
、
下
の
説
明
に
「
板
惟
前
面
留

一
円
竅
」（
板
は
惟た

だ
前
面
に
一
円
竅
を
留
む
）
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
神
主
の
側
面
に
魂
が
出
入
り
す
る
た
め
の
穴
（
円

竅
）
を
開
け
る
の
で
、
そ
れ
を
蓋
に
も
援
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
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図 3　『文公家礼儀節』（正徳刊本）の図
（坐・蓋の図、韜・藉の図いずれもない）
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図 4　『文公家礼儀節』（和刻本）の図
（座・蓋の図があり、蓋の正面上部に小さな穴を開けている。韜・藉の図はない）
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2
　
朱
熹
の
場
合

　

そ
れ
で
は
朱
熹
お
よ
び
『
家
礼
』
本
文
で
は
、
こ
れ
ら
は
も
と
も
と
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
家
礼
』
本
文
に
お
い
て
櫝
そ
の
他
に
言
及
す
る
例
は
少
な
く
、
通
礼
・
祠
堂
章
に
お
い
て
、
神
主
を
櫝
に
納
め
る
こ
と
、
祭
祀
の
際
に

は
櫝
を
啓
い
て
中
の
神
主
を
前
に
安
置
す
る
こ
と
が
説
か
れ
、
ま
た
喪
礼
・
治
葬
章
の
「
作
主
」
条
で
神
主
の
つ
く
り
方
を
述
べ
た
あ
と
、

司
馬
公
曰
、「
府
君
・
夫
人
、
共
為
一
櫝
」。
○
愚
按
、
…
…
古
者
、
櫝
用
黒
漆
、
且
容
一
主
。
夫
婦
俱
入
祠
堂
、
乃
如
司
馬
氏
之
制
。

と
い
っ
て
い
る
程
度
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
は
夫
と
妻
の
神
主
を
一
つ
の
櫝
内
に
安
置
す
る
と
い
う
司
馬
光
の
説
を
引
き
つ
つ
、
古
代
で

は
櫝
に
黒
い
漆
を
塗
り
、
中
に
は
一
つ
の
神
主
を
安
置
し
た
だ
け
だ
っ
た
が
、
夫
婦
が
亡
く
な
っ
て
こ
れ
を
と
も
に
祠
堂
で
祀
る
場
合
に

は
司
馬
光
の
よ
う
に
し
て
も
よ
い
と
い
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
櫝
と
神
主
だ
け
で
あ
る
。

　

ま
た
意
外
と
い
う
べ
き
か
、
朱
熹
の
『
文
集
』
と
『
語
類
』
に
坐
・
蓋
、
韜
・
藉
な
ど
に
関
す
る
記
述
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い）

（1
（

。
ほ

と
ん
ど
唯
一
の
例
と
い
え
る
の
は
『
文
集
』
巻
五
十
七
「
答
李
堯
卿
」
第
三
書
簡
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
李
堯
卿
は
み
ず
か
ら
両
親

の
神
主
を
作
り
「
考
用
紫
嚢
、
妣
用
緋
嚢
、
考
妣
共
用
一
木
匣
、
従
上
罩
下
至
跌
」
と
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
朱
熹
は
「
此
事
只
合
謹

守
礼
文
、
未
可
遽
以
義
起
也
。
况
有
俗
節
、
自
足
展
哀
敬
之
誠
乎
」
と
答
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
考
（
亡
き
父
）
の
神
主
は
紫
色
の
囊

で
妣
（
亡
き
母
）
の
神
主
は
緋
色
の
囊
で
包
む
と
と
も
に
、「
木
匣
」
を
上
か
ら
下
ま
で
か
ぶ
せ
た
と
い
う
李
堯
卿
に
対
し
て
、
朱
熹
は
そ

う
し
た
や
り
方
に
否
定
的
で
、「
義
を
以
て
起
こ
す
」（
必
要
に
応
じ
て
儀
礼
を
新
た
に
作
る
。
も
と
『
礼
記
』
礼
運
篇
の
語
）
こ
と
は
や

め
て
古
礼
の
記
述
を
真
面
目
に
遵
守
す
る
の
が
よ
い
、
と
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
韜
に
類
す
る
囊
と
蓋
に
類
す
る
「
木
匣
」



一
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が
言
及
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
朱
熹
は
そ
の
よ
う
な
古
礼
に
な
い
器
物
を
用
い
る
の
に
は
慎
重
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
「
哀
敬
之
誠
」
を
尽

く
す
方
が
重
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
櫝
韜
藉
式
」
に
載
っ
て
い
る
諸
図
は
、
櫝
を
除
い
て
朱
熹
と
は
ほ
ぼ
無
関
係
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

れ
ら
の
図
の
ほ
と
ん
ど
は
朱
熹
の
構
想
か
ら
外
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
3
　
闇
斎
・
絅
斎
・
強
斎
の
説

　

家
礼
図
と
朱
熹
の
説
の
こ
う
し
た
違
い
に
気
づ
い
て
い
た
の
が
山
崎
闇
斎
で
あ
り
、
闇
斎
は
『
文
会
筆
録
』
巻
一
之
二
・
家
礼
で
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

嘉
謂
、
家
礼
唯
用
櫝
、
不
取
韜
藉
而
無
坐
蓋
〔
櫝
・
韜
藉
・
坐
蓋
式
見
巻
首
。
文
集
李
堯
卿
所
問
之
中
有
言
一
木
匣
、
従
上
罩
下
至

跌
、
則
坐
蓋
此
也
。
但
当
時
未
有
坐
蓋
之
名
也
〕。
伊
川
文
集
、
櫝
・
韜
藉
・
坐
蓋
皆
無
之
、
宜
従
家
礼
可
也
。
説
命
有
黷
于
祭
祀
之

誡
、
若
温
公
書
儀
・
瓊
山
儀
節
、
則
可
謂
煩
矣
。

　

こ
こ
で
闇
斎
は
、『
家
礼
』
本
文
で
は
櫝
の
み
を
用
い
、
韜
・
藉
や
坐
・
蓋
に
言
及
し
て
い
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
正
し
い
指
摘
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。
括
弧
内
の
自
注
で
は
、
上
述
し
た
朱
熹
の
「
答
李
堯
卿
」
第
三
書
簡
に
も
触
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
程
頤
の
文
集
に
櫝

や
韜
・
藉
、
坐
・
蓋
が
す
べ
て
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
か
ら
し
て
も
『
家
礼
』
の
記
述
に
従
う
べ
き
だ
と
い
う）

（1
（

。
そ
し
て
『
尚
書
』
説
命

篇
に
あ
る
「
祭
祀
を
黷け

が

す
」
の
戒
め
を
ふ
ま
え
、
司
馬
光
の
『
書
儀
』
や
丘
濬
『
文
公
家
礼
儀
節
』
の
規
定
を
煩
瑣
な
も
の
と
し
て
否
定



一
五

し
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
闇
斎
は
『
家
礼
』
本
文
に
立
ち
返
り
、
神
主
に
か
か
わ
る
器
物
と
し
て
は
櫝
の
み
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
の

著
作
に
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
こ
れ
以
上
議
論
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
絅
斎
お
よ
び
強
斎
は
闇
斎
の
説
を
継
承
し
、
さ

ら
に
独
自
の
櫝
の
つ
く
り
を
考
案
し
て
い
て
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
方
式
の
特
色
は
、
坐
・
蓋
は
櫝
と
別
の
器
物
で
は
な
く
、
櫝
そ
の
も
の

の
底
・
蓋
だ
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
当
然
な
が
ら
韜
と
藉
も
用
い
な
い
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
き
、
絅
斎
の
『
家
礼
師
説
』
は
、

「
坐
蓋
」
ハ
櫝
デ
ハ
ナ
ウ
テ
坐
蓋
ノ
上
ヲ
櫝
ニ
入
ル
ヽ
ト
ヲ
モ
フ
ハ
ア
ヤ
マ
リ
ゾ
…
…
ヤ
ハ
リ
同
ジ
櫝
ノ
ヿ
デ　

フ
タ
ト
身
ト
ニ
シ
タ

櫝
ゾ　

別
ノ
モ
ノ
ト
ヲ
モ
フ
ハ
ア
ヤ
マ
リ
ゾ）

（1
（

と
い
い
、
強
斎
は
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、

坐
蓋
ト
云
カ
即
チ
櫝
ノ
ヿ
ナ
リ
。
坐
蓋
ニ
シ
タ
ル
制
ユ
ヱ
坐
蓋
ト
呼
タ
ル
マ
デ
ノ
ヿ
ニ
テ
、
ヤ
ハ
リ
櫝
ナ
リ
。
櫝
ハ
小
サ
キ
厨
子
ノ

ヤ
ウ
ナ
ル
モ
ノ
ヽ
惣
名
ニ
テ
ソ
レ
ヲ
坐
蓋
ニ
シ
タ
ル
ヲ
坐
蓋
ノ
櫝
ト
云
ゾ）

（1
（

。（『
家
礼
訓
蒙
疏
』
巻
三
）

と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
坐
・
蓋
を
櫝
の
底
と
蓋
だ
と
す
る
解
釈
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
『
家
礼
』
の
解

釈
と
し
て
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
と
い
え
る
。



一
六

　

さ
ら
に
絅
斎
と
強
斎
は
、
立
っ
て
儀
礼
を
行
な
う
中
国
に
対
し
て
、
坐
っ

て
行
な
う
日
本
で
は
細
長
い
蓋
を
か
ぶ
せ
た
り
抜
い
た
り
す
る
の
は
不
便

だ
と
い
う
理
由
か
ら
、
両
扉
の
形
式
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
蓋
の
つ

く
り
を
観
音
開
き
の
櫝
ふ
う
に
読
み
替
え
た
折
衷
案
と
い
う
べ
き
も
の
で

あ
り
、
両
扉
の
上
部
に
は
さ
ら
に
小
さ
な
穴
（
円
竅
）
を
開
け
る
と
す
る
。

『
家
礼
訓
蒙
疏
』
に
は
、
こ
う
し
た
闇
斎
式
坐
と
闇
斎
式
櫝
の
図
が
載
っ
て

い
る
の
で
次
に
か
か
げ
て
お
く
（
図
（
お
よ
び
図
（
）。
そ
し
て
、
こ
れ
ら

の
つ
く
り
は
闇
斎
以
来
検
討
を
重
ね
て
き
た
結
果
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で

あ
っ
て
、
強
斎
は
、

此
等
皆
非
二
臆
説
一
、
山
崎
先
生
以
来
反
復
講
究
ノ
上
、
先
師
絅
斎
常

ニ
説
示
セ
ル
ト
コ
ロ
ノ
者
ヲ
記
如
レ
此
云）

（1
（

。（『
家
礼
訓
蒙
疏
』
巻
三
）

と
証
言
し
て
い
る
。

　

な
お
、
絅
斎
に
は
『
喪
祭
小
記
』
の
著
作
が
あ
る
。
こ
の
書
は
別
名
『
通

祭
喪
祭
小
記
』
と
か
『
浅
見
先
生
祠
堂
考
』
と
い
い
、
短
編
で
覚
書
ふ
う

の
内
容
だ
が
、
写
本
と
し
て
広
く
流
布
し
て
い
る
。
そ
こ
に
図
示
さ
れ
た

図 5　闇斎式坐（『家礼訓蒙疏』巻三）図 6　闇斎式櫝（『家礼訓蒙疏』巻三）
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一
七

櫝
を
見
る
と
、
確
か
に
蓋
と
坐
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
蓋
の
形
が
箱
型
に
な
っ
て
お
り
、『
家
礼
師
説
』
が
両
扉
形
式
を
主
張
し
た
の
と
は

違
っ
て
い
る）

（1
（

。
こ
れ
は
『
喪
祭
小
記
』
が
書
か
れ
た
の
が
『
家
礼
師
説
』
の
講
義
よ
り
十
四
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
あ
り
―
『
喪
祭
小
記
』

は
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
の
著
述
、『
家
礼
師
説
』
が
講
義
さ
れ
た
の
が
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
―
、
そ
の
後
考
え
方
に
変
化
が
生

じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
現
在
に
伝
わ
る
絅
斎
の
神
主
の
写
真
を
見
る
と
、
坐
は
な
い
も
の
の
、
櫝
は
『
家
礼
訓
蒙
疏
』
に
載
せ
る
も
の
と
と
同
様
、

両
扉
の
つ
く
り
で
、
上
部
に
は
小
さ
な
穴
が
開
い
て
い
る）

11
（

。

三
　
墓
碑
と
墓
誌
を
め
ぐ
っ
て

　
1
　
墓
碑
つ
い
て

　

墓
の
前
も
し
く
は
上
に
立
て
る
墓
碑
（
い
わ
ゆ
る
墓
石
）
に
関
し
て
は
旧
稿
で
す
で
に
論
じ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
触
れ
る
に
と

ど
め
る）

1（
（

。

　

そ
も
そ
も
『
家
礼
』
に
い
う
墓
碑
の
形
は
「
圭
首
」
で
あ
り
、
歴
史
上
、
上
部
が
ゆ
る
や
か
に
円
い
円
頭
型
と
上
部
を
尖
ら
せ
た
尖
頭

型
の
二
種
類
が
想
定
さ
れ
て
き
た
。
闇
斎
ら
は
後
者
の
尖
頭
型
と
解
釈
し
て
お
り
、「
ソ
ト
ワ
ガ
シ
ラ
」（
卒
塔
婆
頭
、『
家
礼
師
説）

11
（

』）
と

い
い
、「
圭
首
ハ
象
戯
ノ
駒
ノ
首
ノ
ヤ
ウ
ナ
ル
ヲ
云
フ
」（『
家
礼
訓
蒙
疏
』
巻
三）

11
（

）
と
い
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
墓
碑
の
前
面
上
部
に
「
軒
」
と
い
う
突
出
部
を
作
っ
て
い
る
の
も
特
色
で
あ
る
。
こ
れ
は
墓
碑
正
面
の
文
字
が
雨
露
で
濡
れ
る

の
を
防
ぐ
た
め
の
措
置
で
、
ち
ょ
う
ど
『
家
礼
』
に
お
け
る
神
主
の
粉
面
部
分
を
は
ず
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
絅
斎
『
家

礼
師
説
』
に
、



一
八

ヌ
ン
メ
リ
ト
ス
ル
ハ
雨
露
ニ
字
ガ
ウ
タ
レ
テ
ワ
ル
イ　

山
崎
先
生
ノ
神
主
ノ
粉
面
ト
リ
タ
ア
ト
ノ
ヤ
ウ
ニ
シ
タ
ガ
ヨ
イ
ト
ア
ル
ガ　

マ

コ
ト
ニ
不
易
之
法
ゾ）

11
（

と
い
う
と
お
り
で
あ
る
。
実
際
、
今
も
残
る
闇
斎
、
絅
斎
お
よ
び
強
斎
の
墓
碑
を
見
る
と
、
確
か
に
尖
頭
型
で
上
部
に
軒
を
出
っ
張
ら
せ

た
つ
く
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る）

11
（

。

　

こ
の
ほ
か
、
墓
碑
で
は
な
く
墓
表
と
い
う
呼
び
方
を
使
う
の
も
彼
ら
の
特
色
で
、
碑
は
も
と
も
と
犠
牲
の
動
物
を
繫
い
だ
り
、
日
時
計

と
し
て
太
陽
の
傾
き
を
計
っ
た
り
す
る
の
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
墓
の
場
合
に
は
「
墓
表
ト
云
ホ
ド
ヨ
キ
ト
ナ
ヘ
ハ
ナ
イ
ゾ
」

（『
家
礼
師
説）

11
（

』）、「
墓
ジ
ル
シ
ハ
墓
表
ト
云
ベ
シ
、
碑
ト
云
ベ
カ
ラ
ズ
」（『
家
礼
訓
蒙
疏
』
巻
三）

11
（

）
と
さ
れ
た
。

　
2
　
墓
誌
に
つ
い
て

　

さ
て
、
墓
制
と
し
て
は
墓
誌
を
作
る
こ
と
も
『
家
礼
』
の
重
要
な
主
張
で
あ
っ
た
。『
家
礼
』
喪
礼
・
治
葬
章
の
「
刻
誌
石
」（
誌
石
を

刻
む
）
に
よ
れ
ば
、
蓋ふ

た

と
底そ

こ

の
二
つ
の
石
板
を
用
い
、
蓋
に
は
「
某
官
某
公
之
墓
」
な
ど
と
墓
主
の
名
前
を
刻
み
、
底
の
方
に
は
簡
単
な

履
歴
を
刻
む
。
そ
し
て
埋
葬
の
際
、
こ
れ
ら
蓋
と
底
の
二
片
を
向
か
い
合
わ
せ
に
し
て
鉄
線
で
ぐ
る
り
と
束
ね
、
墓
前
に
埋
め
る
の
で
あ

る
。
墓
誌
の
重
要
な
目
的
の
一
つ
は
、
災
害
や
事
故
で
墓
が
露
出
し
た
場
合
な
ど
に
墓
が
あ
る
こ
と
を
人
々
に
知
ら
せ
、
土
を
埋
め
戻
し

て
も
ら
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
闇
斎
た
ち
は
こ
れ
も
継
承
し
た
。

　

墓
誌
に
関
し
て
絅
斎
『
家
礼
師
説
』
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



一
九

コ
レ
ハ
墓
シ
ル
シ
ニ
埋
モ
ノ
ジ
ヤ
ニ　

墓
誌
銘
ト
云
テ　

漢
以
來
ヒ
（
？
）
ラ
ケ
カ
シ
ヿ
ニ
ナ
リ
タ
ゾ　

今
ハ
埋
ル
モ
ノ
ト
ハ
シ
ラ

ズ　

墓
表
ニ
墓
誌
銘
ト
カ
ク
ハ
ア
ヤ
マ
リ
也　

家
禮
ニ
ハ
隨
分
カ
ザ
リ
ナ
イ
ヤ
ウ
ニ
カ
ヽ
レ
タ
ル
ガ　

コ
レ
ホ
ド
ノ
文
字
數
ナ
レ
バ

石
大
ニ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ズ　

字
モ
小
ニ
カ
ヽ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ　

サ
テ
此
方
デ
カ
ヤ
ウ
ニ
カ
イ
テ
ハ
儒
者
ヲ
ヤ
ト
ハ
ネ
バ
ヨ
メ
ヌ
ゾ　

近

コ
ロ
眞
鍮
ニ
ホ
リ
タ
モ
ノ
ガ
ア
ル
ガ　

ナ
ン
ノ
用
ニ
タ
ヽ
ヌ
ヿ　

サ
ビ
ガ
出
ル
ゾ　

山
崎
先
生
ノ
土
州
ニ
居
ラ
レ
シ
ト
キ
ニ
メ
サ
レ

タ
ガ
万
世
ノ
則
也　

何
〻
右
衛
門
の
は
か
あ
ハ
れ
ミ
て
ほ
る
こ
と
な
か
れ
ト
日
傭
ニ
ヨ
マ
シ
テ
モ
ヨ
メ
ル
ヤ
ウ
ニ
ナ
サ
レ
タ
ル
ゾ）

11
（

　

ま
た
、
強
斎
『
家
礼
訓
蒙
疏
』
巻
三
・
喪
礼
・
治
葬
章
の
「
刻
誌
石
」
の
説
明
に
は
こ
う
あ
る
。

誌
ハ
シ
ル
シ
ト
訓
テ
、
某
カ
墓
ト
云
ヿ
ヲ
失
ハ
ヌ
ヤ
ウ
ニ
シ
ル
シ
ニ
埋
ム
石
ユ
ヱ
ニ
誌
石
ト
云
。
然
ル
ヲ
表ア

ラ
ハシ

テ
立
ル
モ
ノ
ヲ
墓
誌

ト
云
ハ
誤
ナ
リ
。
…
…
陵
谷
変
遷
ノ
慮
ニ
テ
埋
ム
誌
石
ナ
ル
ニ
、
今
此
方
ニ
テ
ハ
上
ノ
ト
ホ
リ
ニ
書
付
テ
ハ
儒
者
ヲ
頼
マ
ネ
バ
中
〳
〵

難キレ
読
ユ
ヱ
、
何
ノ
無
レ
詮
ヿ
ナ
リ
。
且
ツ
ナ
ニ
ヤ
ラ
ア
ジ
ナ
ヿ
ガ
ホ
リ
付
テ
ア
ル
、
イ
カ
サ
マ
コ
ノ
下
ニ
ハ
結
構
ナ
モ
ノ
ガ
ア
ル
ア

ラ
ウ
、
ホ
ツ
テ
ミ
ヨ
ト
云
ヤ
ウ
ニ
、
却
テ
盗
心
ヲ
啓
ク
ヤ
ウ
ニ
ナ
ル
ゾ
。
只
ナ
ン
人
ガ
読
デ
モ
ヤ
ス
キ
ヤ
ウ
ニ
平
仮
名
ニ
文
字
少ス

ク
ナク

書

付
ベ
シ
。
嘗
聞
ク
、
山
崎
先
生
土
州
ニ
在
リ
シ
時
、
誌
石
ノ
書
付
ヲ
何ナ

ニ

某カ
シ

の
は
か
あ
は
れ
み
て
ほ
る
こ
と
な
か
れ
ト
日
傭
デ
モ
読
ム

ヤ
ウ
ニ
シ
玉
フ
ト
也
。
実
ニ
万
世
不
易
ノ
法
ト
云
ベ
シ）

11
（

。

　

ほ
か
に
、
写
本
と
し
て
流
布
し
た
絅
斎
の
『
喪
祭
小
記
』
も
墓
誌
に
つ
い
て
、



二
〇

其
ノ
身
ノ
面
ニ
此
処
某
ノ
姓
某
ノ
墓
所　

ア
ハ
レ
ミ
テ
ウ
ツ
ミ
玉
ヘ
ト
カ
ナ
ニ
テ
誰
モ
ヨ
メ
ル
ヤ
ウ
ニ
ホ
ル
ヘ
シ）

11
（

と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
闇
斎
門
人
で
絅
斎
に
兄
事
し
た
三
宅
尚
斎
の
『
朱
子
家
礼
筆
記
』
で
も
、

　
　

絅
斎
先
生
用
二
仮
字
一
書
レ
之　

此
下
に
棺
有
あ
は
れ
み
て
ほ
る
事
な
か
れ
ト
）
1（
（

と
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
第
一
に
、
墓
誌
は
地
中
に
埋
め
ら
れ
る
も
の
で
、
地
上
の
墓
表
（
墓
碑
）
に
墓
誌
銘
を
刻
む
の
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
、
第
二
に
、

何
〻
右
衛
門
の
は
か
あ
ハ
れ
ミ
て
ほ
る
こ
と
な
か
れ

何ナ
ニ

某カ
シ

の
は
か
あ
は
れ
み
て
ほ
る
こ
と
な
か
れ

此
処
某
ノ
姓
某
ノ
墓
所　

ア
ハ
レ
ミ
テ
ウ
ツ
ミ
玉
ヘ

此
下
に
棺
有
あ
は
れ
み
て
ほ
る
事
な
か
れ

と
い
っ
た
よ
う
に
、
墓
誌
を
和
文
で
ご
く
簡
単
に
記
す
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
漢
文
の
墓
誌
銘
は
難
解
で
、
墓
が
露
出
し
た
場
合
な

ど
、
何
と
書
か
れ
て
い
る
の
か
を
理
解
し
て
も
ら
え
ず
、
埋
め
戻
す
ど
こ
ろ
か
逆
に
掘
り
返
さ
れ
て
し
ま
う
恐
れ
も
あ
る
。
そ
こ
で
誰
で



二
一

も
わ
か
る
よ
う
に
和
文
で
記
し
て
お
く
と
い
う
わ
け
で
、
も
と
も
と
「
山
崎
先
生
」
す
な
わ
ち
闇
斎
が
土
州
（
土
佐
）
に
い
た
時
に
考
案

し
た
も
の
だ
と
い
う
。

　

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
闇
斎
は
十
九
歳
か
ら
二
十
五
歳
ま
で
土
佐
に
滞
在
し
、
谷
時
中
や
野
中
兼
山
の
も
と
で
儒
学
の
研
鑽
に
励
み
仏

学
か
ら
朱
子
学
に
転
向
し
て
い
る
。
そ
の
頃
の
着
想
が
の
ち
に
絅
斎
、
強
斎
へ
と
受
け
継
が
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
ら
の
二
点
は
い
ず
れ
も
重
要
で
、
墓
誌
を
墓
碑
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
は
中
国
の
礼
制
も
し
く
は
『
家
礼
』
を
遵

守
し
よ
う
と
す
る
者
と
し
て
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
右
の
引
用
に
も
あ
る
よ
う
に
、
両
者
を
混
同
し
、
墓
碑
に
墓
誌
を
刻
む

例
は
当
時
か
な
り
多
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
も
そ
も
『
家
礼
』
で
は
墓
碑
の
周
囲
に
墓
主
の
履
歴
を
刻
む
と
し
て
お
り
（
喪
礼
・
成
墳
章
）、

そ
の
墓
碑
文
を
地
中
に
埋
め
る
墓
誌
と
混
同
し
た
か
、
も
し
く
は
墓
碑
文
を
墓
誌
の
代
わ
り
に
し
た
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の

よ
う
な
墓
碑
の
表
面
に
墓
誌
を
刻
む
事
例
は
近
年
、
数
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

も
う
一
つ
、「
憐
れ
み
て
掘
る
こ
と
な
か
れ
」
な
ど
と
記
し
た
和
文
の
墓
誌
が
実
際
に
多
数
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
い

ま
、
江
戸
時
代
の
墓
誌
を
調
査
し
た
石
田
肇
氏
の
論
考
に
よ
り
関
連
事
例
と
墓
誌
文
を
時
代
順
に
並
べ
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る）

11
（

。

　

儒
者　

鵜
飼
石
斎
（
一
六
一
五

－

一
六
六
四
） 

墓
誌
蓋　

円
光
寺
（
京
都
市
左
京
区
）

　
　
「
後
乃
世
に
山
く
つ
連
墓
や
ふ
れ
／
こ
の
石
あ
ら
八
れ
な
者
あ
王
れ
／
み
て
お
本
ひ
多
ま
へ
」

　

今
治
潘
家
老 

服
部
正
令
（
一
七
六
六
没
）　

海
禅
寺
服
部
家
墓
所
（
愛
媛
県
今
治
市
）

　
　
「
服
部
逸
軒
正
令
□
／
仕
于
当
国
今
治
侯
／
後
の
人
あ
ハ
れ
ミ
て
／
保
る
古
と
な
か
連
」

　

高
鍋
藩
旗
本 

秋
月
種
備
（
一
七
六
六

－

一
七
九
三
）
前
後
の
秋
月
家
夫
人　

墓
誌
蓋　

広
徳
寺
（
東
京
都
練
馬
区
）
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「
○
○
夫
人
の
墓
な
り
、
後
人
憐
ん
で
あ
ば
く
事
な
か
れ
」

　

伊
勢
亀
山
藩
主 

石
川
総
博
（
一
七
五
九

－

一
八
一
九
） 

墓
誌
蓋　

大
久
寺
（
東
京
都
北
区
）

　
　
「
こ
の
し
た
に
は
か
あ
り
あ
わ
れ
み
て
ほ
る
こ
と
な
か
れ
」

　

今
治
潘
家
老 
服
部
正
恕
（
一
八
四
四
没
）　

海
禅
寺
服
部
家
墓
所
（
愛
媛
県
今
治
市
）

　
　
「
此
下
は
服
部
外
記
正
恕
□
／
墓
那
り
後
能
人
あ
ハ
れ
／
み
て
埋
め
た
万
へ
」

　

石
見
濱
田
藩
松
平
家
夫
人 

栄
智
院
（
一
八
〇
八

－
一
八
五
〇
） 

墓
誌
蓋　

善
性
寺
（
東
京
都
荒
川
区
）

　
　
「
栄
智
院
夫
人
松
平
氏
墓
／
此
下
に
棺
阿
り
／
あ
王
れ
み
て
ほ
る
事
／
奈
可
れ
」

　

儒
者　

藤
森
天
山
（
一
七
九
九

－

一
八
六
二
）　

曹
渓
寺
（
東
京
都
港
区
）

　
　
「
是
ハ
藤
森
天
山
／
の
墓
奈
り
／
阿
王
れ
み
て
又
／
う
つ
ミ
た
ま
へ
」

　

こ
れ
ら
は
み
な
「
憐
れ
み
て
」
云
々
の
定
型
句
を
刻
ん
で
い
る
。
そ
の
由
来
に
つ
い
て
従
来
指
摘
は
な
い
よ
う
だ
が
、
時
期
的
に
見
て

闇
斎
の
墓
誌
構
想
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
見
て
よ
い
。
こ
れ
ら
の
誌
石
が
お
お
む
ね
蓋
と
底
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
『
家

礼
』
お
よ
び
闇
斎
説
に
も
と
づ
く
形
式
と
見
て
ま
ず
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
う
ち
最
も
早
い
の
は
鵜
飼
石
斎
の
墓
誌
だ
が
、
石
斎

は
闇
斎
と
同
時
代
人
で
朱
子
学
者
、
京
都
で
講
学
し
て
お
り
、
子
の
錬
斎
は
闇
斎
門
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
闇
斎
か
ら
直
接
教
示
さ
れ
た
可

能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

石
田
氏
の
論
考
は
墓
誌
自
体
を
調
査
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、「「
憐
れ
み
て
云
々
」
の
定
型
句
の
あ
る
墓
誌
は
多
く
、
こ
れ
に
関
わ
る
固

定
し
た
名
称
は
な
い
よ
う
で
あ
り
、
説
明
に
不
便
で
あ
る
。
き
わ
め
て
日
本
人
的
な
心
情
を
表
す
文
章
で
あ
り
、
よ
い
名
称
は
な
い
も
の
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だ
ろ
う
か
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
検
討
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
闇
斎
説
に
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、「
闇
斎

系
の
和
文
墓
誌
」
と
呼
ん
で
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
『
家
礼
』
に
も
と
づ
く
儒
教
式
墓
と
し
て
は
林
羅
山
以
下
、
林
家
の
人
々
埋
葬
し
た
林
氏
墓
地
（
東
京
都
新
宿
区
市
ヶ
谷
）
が
あ

り
、
現
在
い
く
つ
か
の
墓
誌
が
地
上
に
出
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
石
田
氏
も
指
摘
す
る
と
お
り
「
憐
れ
み
て
云
々
」
の
墓
誌
文
は
こ
こ

に
は
見
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
も
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
、
羅
山
ら
は
闇
斎
系
の
学
者
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
通
行
本
『
家
礼
』
巻
頭
の
家
礼
図
の
う
ち
、
神
主
、
櫝
関
係
の
器
物
、
そ
し
て
墓
碑
と
墓
誌
を
め
ぐ
っ
て
闇
斎
、
絅
斎
、
強

斎
の
説
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
こ
に
は
『
家
礼
』
本
文
と
後
出
の
家
礼
図
を
区
別
し
、
よ
り
正
確
に
朱
熹
の
学
説
を
究
め
よ
う
と
す
る
意

識
が
流
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
な
さ
れ
た
考
察
は
『
家
礼
』
研
究
と
し
て
今
な
お
参
照
す
る
に
値
す
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
闇

斎
ら
は
、
そ
う
し
た
研
究
を
基
礎
に
、
さ
ら
に
実
践
者
と
し
て
『
家
礼
』
を
日
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
行
な
う
か
を
考
え
、
特
色
あ
る

構
想
を
生
み
出
す
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

な
か
で
も
闇
斎
が
考
案
し
た
「
憐
れ
み
て
」
に
始
ま
る
和
文
の
墓
誌
は
『
家
礼
』
を
ふ
ま
え
つ
つ
こ
れ
を
日
本
的
に
改
変
し
た
独
特
の

も
の
で
、
後
世
、
追
随
者
を
少
な
か
ら
ず
出
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
。

　

墓
誌
に
ち
な
ん
で
い
え
ば
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
墓
誌
は
近
年
、
そ
の
存
在
が
調
査
、
報
告
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
特
に
江
戸
後
期
に

そ
れ
が
盛
ん
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る）

11
（

。
闇
斎
系
の
和
文
墓
誌
も
そ
の
一
つ
な
わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
墓
誌
が
広
く
作
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
自
体
、
そ
の
背
景
と
し
て
『
家
礼
』
の
普
及
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
い
っ
そ
う
詳
細
な
調
査
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に
よ
る
裏
付
け
が
必
要
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
墓
誌
の
制
作
が
す
べ
て
『
家
礼
』
の
影
響
に
よ
る
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、『
家

礼
』
が
そ
の
制
作
を
大
き
く
促
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
墓
の
つ
く
り
は
考
古
学
的
調
査
の
み
な
ら
ず
、
礼
制
・
礼
学
の

一
部
と
し
て
見
る
こ
と
で
そ
の
特
色
や
位
置
づ
け
が
よ
り
明
確
に
な
る
こ
と
を
、
闇
斎
ら
の
事
例
は
示
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

注

（
（
） 

た
と
え
ば
神
主
や
櫝
の
図
に
つ
い
て
い
え
ば
、『
大
明
集
礼
』
巻
六
・
品
官
家
廟
に
「
神
主
式
」
や
「
櫝
韜
藉
式
」
を
載
せ
、『
正
徳
大
明
会

典
』
巻
八
十
八
・
品
官
家
廟
に
『
大
明
集
礼
』
の
こ
の
部
分
を
そ
の
ま
ま
掲
載
し
て
い
る
。

（
（
） 

家
礼
図
の
来
歴
に
つ
い
て
は
、
吾
妻
重
二
「『
家
礼
』
の
刊
刻
と
版
本
─
『
性
理
大
全
』
ま
で
」（『
関
西
大
学
文
学
論
集
』
第
四
十
八
巻
第
三

号
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。

（
（
） 

山
崎
闇
斎
『
文
会
筆
録
』
巻
一
之
二
・
家
礼
に
「
儀
節
曰
、“
按
文
公
家
礼
五
巻
而
不
聞
有
図
。
今
刻
本
載
於
巻
首
而
不
言
作
者
。
夫
書
不
尽

言
、
故
図
以
明
之
、
今
巻
首
図
註
多
不
合
於
本
書
、
豈
文
公
所
作
自
相
矛
盾
哉
。
今
数
其
大
者
言
之
”
云
云
。
由
是
推
之
、
則
図
為
後
人
贅
入
昭

然
矣
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
引
か
れ
る
『
文
公
家
礼
儀
節
』
の
説
は
、
同
書
冒
頭
の
家
礼
序
の
小
注
に
見
え
る
。
な
お
『
文
会
筆
録
』
は
『
山
崎
闇

斎
全
集
』（
も
と
日
本
古
典
学
会
出
版
、
一
九
三
六
年
）
に
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
文
字
が
小
さ
く
読
み
に
く
い
の
で
、
い
ま
吾
妻
重
二
編
著
『
家

礼
文
献
集
成　

日
本
篇
九
』（
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
二
一
年
）
に
よ
る
。
以
下
、
同
じ
。

（
（
） 

『
家
礼
』
の
神
主
の
つ
く
り
に
つ
い
て
は
、
吾
妻
重
二
「
近
世
儒
教
の
祭
祀
儀
礼
と
木
主
・
位
牌
―
朱
熹
『
家
礼
』
の
一
展
開
」（
吾
妻
重
二

主
編
・
黄
俊
傑
副
主
編
『
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

東
ア
ジ
ア
世
界
と
儒
教
』
所
収
、
東
方
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。

（
（
） 

浅
見
絅
斎
『
家
礼
師
説
』
に
、
神
主
の
図
に
関
し
て
「
山
崎
先
生
筆
録
ニ
ノ
セ
ラ
ル
ヽ
ガ
精
シ
イ
図
ゾ　

手
前
モ
テ
ツ
ダ
フ
タ
ル
ゾ
」
と
い
っ

て
い
る
。
注
（
吾
妻
重
二
編
著
『
家
礼
文
献
集
成　

日
本
篇
九
』、
一
三
四
頁
。

（
（
） 

以
下
、
家
礼
図
に
つ
い
て
は
性
理
大
全
本
『
家
礼
』（「
孔
子
文
化
大
全
」
影
印
明
内
府
刊
本
、
山
東
友
誼
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）
を
用
い

る
。

（
（
） 

林
鵞
峰
『
泣
血
余
滴
』
巻
下
・
神
主
図
式
。
吾
妻
重
二
編
著
『
家
礼
文
献
集
成　

日
本
篇
一
』（
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
〇
年
）
一
九
頁
。



二
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（
（
） 

『
儀
礼
』
大
射
礼
に
「
大
射
正
立
于
公
後
、
以
矢
行
告
于
公
。
下
曰
留
、
上
曰
揚
、
左
右
曰
方
」
と
い
う
。

（
（
） 

注
（
吾
妻
重
二
編
著
『
家
礼
文
献
集
成　

日
本
篇
一
』、
二
〇
九
頁
下
。

（
（0
） 
注
（
吾
妻
重
二
「
近
世
儒
教
の
祭
祀
儀
礼
と
木
主
・
位
牌
―
朱
熹
『
家
礼
』
の
一
展
開
」、
二
〇
五
頁
・
注
九
。

（
（（
） 
正
徳
刊
本
は
「
四
庫
全
書
存
目
叢
書
」
経
部
第
一
一
四
冊
（
荘
厳
文
化
事
業
有
限
公
司
、
一
九
九
七
年
）
に
影
印
を
収
め
る
。
同
書
の
成
化
年

間
原
刻
本
の
形
を
よ
く
伝
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
崇
禎
刊
本
は
国
立
公
文
書
館
・
内
閣
文
庫
蔵
で
林
羅
山
旧
蔵
。
こ
れ
ら
『
文
公
家
礼
儀
節
』

の
諸
版
本
に
つ
い
て
は
、
吾
妻
重
二
「『
家
礼
』
の
和
刻
本
に
つ
い
て
」（『
東
ア
ジ
ア
文
化
交
渉
研
究
』
第
九
号
、
関
西
大
学
大
学
院
東
ア
ジ
ア

文
化
研
究
科
、
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
。
ま
た
崇
禎
刊
本
を
祖
本
と
す
る
和
刻
本
は
、
吾
妻
重
二
編
著
『
家
礼
文
献
集
成　

日
本
篇
六
』（
関
西

大
学
出
版
部
、
二
〇
一
六
年
）
に
収
載
し
た
。

（
（（
） 

『
文
公
家
礼
儀
節
』
の
崇
禎
刊
本
に
先
だ
つ
万
暦
刊
本
、
た
と
え
ば
京
都
大
学
図
書
館
（
文
哲
史
）
蔵
本
に
も
ま
だ
坐
蓋
の
図
は
見
ら
れ
な
い
。

（
（（
） 

正
徳
刊
本
に
よ
る
（
図
（
）。
崇
禎
刊
本
・
和
刻
本
は
正
徳
刊
本
と
文
章
に
違
い
が
あ
り
、
後
半
部
分
を
「
朱
子
雖
已
不
取
、
然
今
人
家
往
往

遵
之
、
故
仍
列
図
於
前
」
と
改
め
て
い
る
（
図
（
）。
し
か
し
「
図
を
前
に
列
ぬ
」
と
い
い
な
が
ら
な
ぜ
か
韜
藉
の
図
は
載
せ
て
お
ら
ず
、
後
出

本
の
杜
撰
さ
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
（（
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
中
国
基
本
古
籍
庫
、
中
国
哲
学
書
電
子
化
計
画
な
ど
、
大
規
模
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
も
し
く
は
検
索
サ
イ
ト
も
参
照
し
た
。

（
（（
） 

ち
な
み
に
、
も
と
も
と
黒
漆
塗
り
の
櫝
（
匵
）
や
坐
・
蓋
の
使
用
に
つ
い
て
明
言
し
た
古
文
献
は
唐
代
の
『
開
元
礼
』
巻
一
三
九
「
三
品
以
上

喪
之
二
」
虞
祭
章
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
こ
で
は
「
坐
」
を
「
底
」
に
作
る
。
ま
た
神
主
を
包
む
の
に
紫
囊
や
緋
囊
を
用
い
る
と
す
る
早
期
の
例
は

司
馬
光
『
書
儀
』
巻
七
・
喪
儀
三
の
祠
版
の
条
ら
し
い
。
そ
の
祠
版
の
条
で
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
「
韜
之
以
囊
、
籍
之
以
褥
」
と
、
韜
・

籍
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。

（
（（
） 

注
（
吾
妻
重
二
編
著
『
家
礼
文
献
集
成　

日
本
篇
九
』、
一
三
七
頁
。

（
（（
） 

注
（
吾
妻
重
二
編
著
『
家
礼
文
献
集
成　

日
本
篇
一
』、
二
〇
九
頁
下
。

（
（（
） 

同
右
、
二
一
〇
頁
下
。

（
（（
） 

注
（
吾
妻
重
二
編
著
『
家
礼
文
献
集
成　

日
本
篇
九
』、
二
〇
六
頁
お
よ
び
二
三
六
頁
参
照
。『
喪
祭
小
記
』
の
書
誌
つ
い
て
は
、
こ
の
書
の
解

説
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（0
） 

近
藤
啓
吾
『
儒
葬
と
神
葬
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
〇
年
）
の
口
絵
に
絅
斎
の
神
主
の
写
真
が
載
っ
て
い
る
。
注
（
吾
妻
重
二
「
近
世
儒
教



二
六

の
祭
祀
儀
礼
と
木
主
・
位
牌
―
朱
熹
『
家
礼
』
の
一
展
開
」
に
も
こ
れ
を
転
載
し
た
。

（
（（
） 
『
家
礼
』
に
お
け
る
墓
碑
に
つ
い
て
は
「
日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
式
儒
墓
に
つ
い
て
―
東
ア
ジ
ア
文
化
交
渉
の
視
点
か
ら
」（
一
）（『
関
西

大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
』
第
五
十
三
輯
、
二
〇
二
〇
年
）
参
照
。

（
（（
） 
注
（
吾
妻
重
二
編
著
『
家
礼
文
献
集
成　

日
本
篇
九
』、
一
四
四
頁
。

（
（（
） 

注
（
吾
妻
重
二
編
著
『
家
礼
文
献
集
成　

日
本
篇
一
』、
二
一
三
頁
上
。

（
（（
） 

注
（
吾
妻
重
二
編
著
『
家
礼
文
献
集
成　

日
本
篇
九
』、
一
四
四
頁
。

（
（（
） 

吾
妻
重
二
「
日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
式
儒
墓
に
つ
い
て
―
東
ア
ジ
ア
文
化
交
渉
の
視
点
か
ら
」（
二
）（『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀

要
』
第
五
十
四
輯
、
二
〇
二
一
年
）
一
一
頁
以
下
。

（
（（
） 

注
（
吾
妻
重
二
編
著
『
家
礼
文
献
集
成　

日
本
篇
九
』、
一
四
四
頁
。

（
（（
） 

注
（
吾
妻
重
二
編
著
『
家
礼
文
献
集
成　

日
本
篇
一
』、
二
一
四
頁
上
。

（
（（
） 

注
（
吾
妻
重
二
編
著
『
家
礼
文
献
集
成　

日
本
篇
九
』、
一
三
一
頁
。

（
（（
） 

注
（
吾
妻
重
二
編
著
『
家
礼
文
献
集
成　

日
本
篇
一
』、
二
〇
四
頁
上
。

（
（0
） 

注
（
吾
妻
重
二
編
著
『
家
礼
文
献
集
成　

日
本
篇
九
』、
二
一
五
頁
下
お
よ
び
二
四
七
頁
上
。

（
（（
） 

三
宅
尚
斎
『
朱
子
家
礼
筆
記
』（
写
本
）
は
、
吾
妻
重
二
編
著
『
家
礼
文
献
集
成　

日
本
篇
十
』（
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
二
二
年
）
に
影
印

し
た
。
同
書
一
四
二
頁
・
上
段
参
照
。

（
（（
） 

石
田
肇
「
墓
碑
と
墓
誌
の
混
用
」（
関
根
達
人
『
石
造
物
研
究
に
基
づ
く
新
た
な
中
近
世
史
の
構
築
』
所
収
、
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究

（
Ａ
）
報
告
書
、
二
〇
一
九
年
）。

（
（（
） 

石
田
肇
「
江
戸
時
代
の
墓
誌
」（『
群
馬
大
学
教
育
学
部
紀
要　

人
文
・
社
会
科
学
編
』
第
五
十
六
巻
、
二
〇
〇
七
年
）
に
よ
り
、
一
部
生
没
年

な
ど
を
加
え
た
。

（
（（
） 

谷
川
章
雄
「
江
戸
の
墓
誌
の
変
遷
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
六
九
集
、
二
〇
一
一
年
）、
坂
詰
秀
一
監
修
・
今
野
春
樹
著

『
徳
川
家
の
墓
制
』（
北
隆
館
、
二
〇
一
三
年
）
二
一
〇
頁
以
下
、
松
原
典
明
「
近
世
大
名
の
葬
制
と
墓
誌
―
府
内
寺
院
と
墓
誌
の
調
査
―
」

お
よ
び
「
岡
山
藩
に
お
け
る
墓
誌
に
つ
い
て
」（
松
原
典
明
編
著
『
近
世
大
名
葬
制
の
基
礎
的
研
究
』
所
収
、
雄
山
閣
、
二
〇
一
八
年
）、
石
田
肇

「
近
世
大
名
墓
墓
誌
の
存
否
に
つ
い
て
」（
松
原
典
明
編
『
近
世
大
名
墓
の
考
古
学
』
所
収
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
二
〇
年
）。


