
中
國
古
代
の
戰
爭
と
出
征
儀
禮

︱
︱
﹃
禮
記
﹄
王
制
と
﹃
大
�
開
元
禮
﹄
の
あ
い
だ
︱
︱

丸

橋

閏

拓

は

じ

め

に

一

﹃
大
�
開
元
禮
﹄
の
出
征
儀
禮

二

出
征
儀
禮
の
思
想
�
淵
源

三

出
征
儀
禮
の
制
度
�
を
め
ぐ
る
諸
問
題

四

武
と
禮
︑
武
と
法

︱
︱
武
力
發
動
の
根
據
と
手
續
き

お

わ

り

に

は

じ

め

に

傳
瓜
中
國
に
お
い
て
︑﹁
武
﹂
は
大
き
な
﹁
幅
﹂
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
き
た
︒
た
と
え
ば
思
想
面
に
着
目
す
れ
ば
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
尙
�
卑
武
﹂

の
風
の
も
と
︑
武
事
を
輕
視
・
賤
視
す
る
心
性
が
特
に
�
官
・
士
大
夫
の
閒
に
深
く
根
を
下
ろ
し
て
い
た
︒
禮
制
や
官
制
に
目
を
向
け
れ
ば
︑

そ
こ
に
席


を
與
え
ら
れ
た
百
官
の
階
層
秩
序
が
︑
し
ば
し
ば
�
武
對
稱
に
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
氣
づ
く
︒
一
方
︑
現
實
の
政
治
過
�
や
行

財
政

營
の
場
面
に
お
い
て
︑
軍
事
が
常
に
大
き
な
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
�
し
︑
規
定
�
な
役
割
を
擔
っ
て
き
た
こ
と
は
否
定
で
き
ま
い
︒

こ
う
し
た
﹁
幅
﹂
な
い
し
﹁
落
差
﹂
を
︑
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
ら
は
︑
歷
代
王
�
政
權
の
內
部
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に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
折
り
合
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
事
は
廣
い
�
味
で
の
﹁
武
力
の
制
度
�
﹂
に
關
わ
る
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る(1

)
︒

そ
し
て
﹁
制
度
�
さ
れ
た
武
力
﹂
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
端
�
に
表
現
し
て
い
る
の
が
︑
軍
事
儀
禮
に
他
な
ら
な
い
︒

�
年
︑
歷
�
學
界
�
體
に
お
い
て
儀
禮
へ
の
關
心
が
高
ま
り
︑
中
國
�
分
野
に
お
い
て
も
皇
�
祭
祀
や
家
禮
の
硏
究
が
�
展
す
る
一
方
で
︑

軍
事
儀
禮
は
立
ち
後
れ
て
き
た
分
野
で
あ
っ
た
︒
先
行
し
た
の
は
歐
米
の
ア
ジ
ア
�
硏
究
で
あ
り
︑
M
・
ル
イ
ス
氏
や
D
・
グ
ラ
フ
氏
な
ど
︑

中
國
古
代
・
中
世
の
軍
事
�
を
�
�
�
側
面
か
ら
分
析
し
た
論
考
が
︑
軍
事
儀
禮
の
硏
究
に
も
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
﹇
Lew
is

1990/2002,G
raff
2009﹈︒

一
方
ア
ジ
ア
圈
で
は
︑
梁
滿
倉
氏
が
魏
晉
南
北
�
+
に
お
け
る
五
禮
制
度
確
立
過
�
の
な
か
で
軍
禮
の
專
論
を
公
表
し
て
い
る
︒
直
�
で
は

王
,
氏
が
�
代
か
ら
宋
代
に
か
け
て
の
﹁
獻
俘
禮
﹂
を
題
材
に
軍
事
儀
禮
の
變
�
を
跡
づ
け
て
お
り
︑
徐
々
に
硏
究
の
芽
が
-
し
つ
つ
あ
る
段

階
と
い
え
よ
う
﹇
梁
二
〇
〇
九
・
王
二
〇
一
二
﹈︒
私
自
身
は
こ
れ
ま
で
軍
事
儀
禮
に
表
象
さ
れ
る
軍
事
秩
序
に
着
目
し
︑
.
時
に
開
催
さ
れ

る
﹁
訓
練
儀
禮
﹂
を
中
心
に
分
析
を
�
め
て
き
た
﹇
丸
橋
二
〇
〇
五
・
二
〇
一
一
﹈︒
本
稿
で
は
こ
れ
ら
に
つ
づ
き
︑
戰
時
に
行
わ
れ
る
﹁
出

征
儀
禮
﹂
に
焦
點
を
當
て
︑
考
察
を
深
め
て
み
た
い
︒

本
論
で
も
言
0
す
る
よ
う
に
︑
出
征
儀
禮
の
歷
�
は
古
く
︑
1
物
を
用
い
た
考
古
學
�
な
硏
究
や
︑
金
�
な
ど
の
�
字
�
料
に
基
づ
く
檢
討

の
な
か
で
論
0
さ
れ
て
き
た
︒
兵
書
等
を
用
い
た
軍
事
思
想
の
硏
究
も
︑
戰
國
時
代
を
中
心
に
相
當
の
蓄
積
が
あ
る
﹇
湯
淺
二
〇
〇
七
な
ど
﹈︒

こ
れ
に
對
し
︑
秦
漢
以
影
︑
古
代
國
家
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
�
に
お
け
る
軍
事
秩
序
に
つ
い
て
︑
�
獻
學
�
な
掘
り
下
げ
は
存
外
に
手
4
で

あ
る
︒

本
稿
は
︑
古
典
�
出
征
儀
禮
の
歷
�
を
漢
代
か
ら
�
代
ま
で
の
範
圍
で
展
5
し
て
い
く
︒
�
初
に
出
征
儀
禮
の
�
體
宴
を
槪
括
す
る
た
め
に
︑

﹃
大
�
開
元
禮
﹄
(以
下
﹁
開
元
禮
﹂
と
略
稱
)
に
規
定
さ
れ
た
出
征
儀
禮
の
成
り
立
ち
を
分
析
す
る
︒
つ
づ
い
て
時
計
の
針
を
漢
代
ま
で
戾
し
︑

そ
こ
を
起
點
に
�
に
至
る
ま
で
の
歷
�
�
展
開
を
跡
づ
け
る
︑
と
い
う
手
順
で
考
察
を
�
め
て
い
き
た
い
︒
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一

『
大
�
開
元
禮
﹄
の
出
征
儀
禮

ま
ず
�
初
に
︑
古
代
以
來
の
禮
典
を
集
大
成
し
た
﹁
開
元
禮
﹂
の
軍
禮
部
分
を
槪
觀
し
︑
そ
の
9
成
を
確
:
し
て
お
こ
う
︒
表
1
の
よ
う
に
︑

﹁
開
元
禮
﹂
軍
禮
は
戰
時
の
出
征
儀
禮
と
︑
訓
練
儀
禮
な
ど
.
時
の
儀
禮
か
ら
成
る
︒
本
稿
で
;
題
と
す
る
の
は
<
者
で
あ
る
︒
と
り
わ
け
そ

の
中
核
部
分
に
位
置
す
る
三
つ
の
祭
祀
︑
す
な
わ
ち
上
�
(天
)
に
對
し
て
圜
丘
／
南
郊
で
行
わ
れ
る
﹁
類
﹂︑
地
神
に
對
し
て
太
社
で
行
わ

れ
る
﹁
宜
﹂︑
祖
靈
に
對
し
て
太
-
で
行
わ
れ
る

﹁
吿
﹂
に
着
目
し
て
︑
議
論
を
�
め
て
み
た
い
︒

圜
丘
・
太
社
・
太
-
で
擧
行
さ
れ
る
儀
禮
は
︑

も
ち
ろ
ん
軍
禮
の
み
で
は
な
い
︒
年
中
行
事
�

さ
れ
た
正
禮
と
し
て
の
祭
祀
︑
な
ら
び
に
C
狩

(軍
事
活
動
を
と
も
な
わ
な
い
一
般
�
な
皇
�
の
行

幸
)
の
折
り
に
實
施
さ
れ
る
儀
禮
に
も
︑
同
樣

に
組
み
D
ま
れ
て
い
る

(表
2
)
︒
こ
れ
ら
の
う

ち
圜
丘
の
儀
禮
に
つ
い
て
正
禮
・
C
狩
・
出
征

の
式


第
を
整
理
し
た
の
が
表
3
で
あ
る
が
︑

儀
禮
本
體
は
三
者
ほ
ぼ
9
E
を
同
じ
く
し
て
い

る(
2
)

︒
F
す
る
に
︑
出
征
儀
禮
は
軍
禮
に
區
分
さ

れ
て
い
な
が
ら
︑
そ
の
基
本
9
E
を
祭
祀

(吉

禮
)
に
準
據
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
以
<
G
ら
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表 1 『開元禮』軍禮の9成

戰

時

出征儀禮

卷 81

卷 82

卷 83

卷 84

〃

〃

〃

〃

卷 87

卷 88

〃

皇�親征類于上�
皇�親征宜于太社
皇�親征吿于太-、
皇�親征禡于H征之地
皇�親征0C狩郊祀�司軷於國門

皇�親征0C狩吿H過山川
.蕩I寇宣露布
J使勞軍將
制J大將出征�司宜于太社
制J大將出征�司吿於太-
制J大將出征�司吿於齊太公-

.

時

訓練儀禮

卷 85

〃

卷 86

〃

皇�K武
皇�田狩
皇�射於射宮
皇�觀射於射宮

その他

年中行事等

卷 89

〃

〃

〃

卷 90

〃

〃

〃

祀馬祖 (仲春)
享先牧 (仲夏)

祭馬社 (仲秋)
祭馬步 (仲冬)
合朔伐鼓

合朔諸州伐鼓
大儺

諸州縣儺

卷數と各儀禮名稱は古典硏究會本に據る



か
に
し
た
よ
う
に
︑﹁
開
元
禮
﹂
軍
禮
は
︑

吉
禮
や
嘉
禮
な
ど
衣
な
る
ル
ー
ツ
を
持
つ

諸
儀
禮
を
集
N
し
つ
つ
形
成
さ
れ
た
︒
出

征
儀
禮
も
南
北
�
時
代
の
後
+
︑
六
世
紀

に
入
っ
て
か
ら
軍
禮
に
O
入
さ
れ
た
と
推

測
さ
れ
る
﹇
丸
橋

二
〇
一
一
﹈︒

こ
れ
に
對
し
相
P
點
と
し
て
Q
目
し
た

い
の
が
︑
儀
禮
の
實
務
官
僚
が
正
禮
の
場

合
は
﹁
祀
官
﹂︑
C
狩
と
出
征
の
場
合
は

﹁
吿
官
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
點
で
あ
る
︒

�
字
R
り
︑
<
者
が
天
・
地
神
・
祖
靈
を

﹁
祀
る
﹂
儀
禮

(正
禮
)
で
あ
る
の
に
對

し
︑
後
二
者
が
天
・
地
神
・
祖
靈
に
對
し

て
﹁
吿
辭
す
る
﹂
儀
禮

(吿
禮
)
で
あ
る

こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う(3

)
︒

｢開
元
禮
﹂
の
出
征
儀
禮
は
ま
た
︑
戰

闘
指
揮
の
;
體
が
皇
�
か

(皇
�
親
征
)

別
の
司
令
官
か

(制
J
大
將
)
︑
お
よ
び
戰

爭
T
行
上
ど
の
段
階
に
あ
る
か

(發
兵
段
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表 2 『開元禮』天・太社・太-の儀禮 (皇�親祭のみを揭示)

正禮 (吉禮) C狩 (吉禮) 出征 (軍禮)

天 皇�冬至祀圜丘 (卷 4) 皇�C狩吿于圜丘 (卷 56) 皇�親征類于上� (卷 81)
太社 仲春・仲秋上戊祭太社 (卷 32) 皇�C狩吿于太社 (卷 58) 皇�親征宜于太社 (卷 82)
太- 時享/祫享/禘享太- (卷 37/39/40) 皇�C狩吿于太- (卷 60) 皇�親征吿于太- (卷 83)

正禮


吿禮

表 3 祭天儀禮の式
第比� (正禮・C狩・出征)

正禮 (吉禮) C狩 (吉禮) 出征 (軍禮)

皇�冬至祀圜丘 皇�C狩吿于圜丘 皇�親征類于上�

奠

玉

W

皇�：入場・車から影りる

親

吿

皇�：入場・車から影りる
奠

玉

帛

皇�：入場・車から影りる

皇�：圜丘壇に上る 皇�：圜丘壇に上る 皇�：圜丘壇に上る
皇�：昊天上�に玉Wを供える 皇�：天�に玉Wを供える 皇�：昊天上�に玉Wを供える
皇�：高祖に玉Wを供える ― ―

熟饌が各神座に配られる

�

熟

熟饌が各神座に配られる

�

熟

熟饌が各神座に配られる
皇�：圜丘壇に上る皇�：圜丘壇に上る 皇�：圜丘壇に上る
皇�：天�に酒Xを供え祝�

を讀む

皇�：昊天上�に酒Xを供え
祝�を讀む

皇�：天�に酒Xを供え祝�

を讀む

―皇�：高祖に酒Xを供え祝�

を讀む

―

皇�：昊天上�の神座<で福
酒を飮み俎肉を[ける

皇�：昊天上�の神座<で福
酒を飮み俎肉を[ける

皇�：天�の神座<で福酒を
飮み俎肉を[ける

―太尉の亞獻、光祿卿の]獻 ―

―― 軍將：圜丘壇に上る

―― 軍將：天�の神座�で福酒を

飮み俎肉を�ける

5燎 (玉W・祝版・饌物等を
柴上で燒く)

5燎 (玉W・祝版・饌物等を
柴上で燒く)

5燎 (玉W・祝版・饌物等を
柴上で燒く)

(江川二〇〇六、王二〇一二を參照)



階
・
戰
場
段
階
・
歸
^
段
階
)
を
指
標
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
整
理
の
結
果

が
表
4
で
あ
り
︑
開
元
禮
に
直
接
影
_
を
與
え
た
北
齊
+
の
出
征
儀
禮

(後
齊
儀

Q
︒﹃
隋
書
﹄
卷
八
・
禮
儀
志
三
)
を
附
載
し
て
︑
照
合
の
`
に
供
し
た
︒

本
表
か
ら
は
二
つ
の
點
に
Q
�
を
し
て
お
き
た
い
︒
第
一
に
︑﹁
皇
�
親
征
﹂

と
﹁
制
J
大
將
﹂
(司
令
官
の
a
J
)
の
差
衣
で
あ
る
︒
一
見
し
て
G
ら
か
な
よ
う

に
︑
戰
爭
着
手
に
當
た
っ
て
天
子
が
親
征
す
る
か
否
か
の
P
い
は
儀
禮
上
︑﹁
類

於
上
�
﹂
す
な
わ
ち
吿
天
儀
禮
の
�
無
に
端
�
に
示
さ
れ
る
︒
こ
れ
に
對
し
︑

太
社
・
太
-
で
の
儀
禮
は
司
令
官
が
誰
か
に
よ
ら
ず
共
R
し
て
擧
行
さ
れ
る
︒

第
二
の
Q
目
點
は
︑
歸
^
後
の
儀
禮
の
な
か
に
天
に
對
す
る
吿
禮
が
含
ま
れ

て
い
な
い
點
で
あ
る
︒
他
方
︑
歸
^
後
の
規
定
が
存
在
す
る
太
-
の
場
合
︑
俘

馘
と
軍
實
の
陳
列
が
行
わ
れ
る(4

)
︒

こ
の
よ
う
に
︑
-
・
社
の
吿
禮
が
發
兵
時
・
歸
^
時
と
も
に
行
わ
れ
る
の
に

對
し
︑
吿
天
儀
禮
は
天
子
親
征
か
つ
發
兵
時
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
こ
と
か
ら
︑
天
と
戰
爭
の
關
わ
り
に
は
太
-
・
太
社
と
は
衣
な
る
背
景
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
よ
う
︒
こ
の
こ
と
は
本
稿
�
體
の
趣
旨
と
關

わ
っ
て
重
F
な
論
點
で
あ
る
の
で
︑
ま
ず
こ
こ
で
強
b
し
て
お
き
た
い
︒
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表 4 『開元禮』出征儀禮と戰爭 (附：北齊の出征儀禮)

� (開元禮) 參考 北齊 (後齊儀Q)
皇�親征 制J大將 皇�親征 制J大將

發

兵

○上� (類) ○上� (類)
○太社 (宜) ●太社 (宜) ○太社 (宜) ●太- (E)
○太- (E) ●太- (E) ○太- (E)

●齊太公- (吿) ○后土、神州、嶽鎭、海瀆、源川等

戰

場

○H征之地 (禡) ○H征之地 (禡)
●國門 (軷) ○H過山川 (吿)
○H過山川 (吿)

歸

^

○宣露布 ○宣露布

○J使勞軍將
○太- ○太-

(○太社) ○太社

○…皇�親祭
●…�司攝事 (代行者のaJ)



二

出
征
儀
禮
の
思
想
�
淵
源

天
と
太
社
・
太
-
の
戰
爭
に
對
す
る
關
わ
り
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
衣
な
る
歷
�
を
�
す
る
︒
雙
方
の
關
係
を
端
�
に
說
G
す
る
�
料
と
し
て
し
ば

し
ば
引
用
さ
れ
る
の
が
︑﹃
尙
書
﹄
甘
誓
の


の
經
�
お
よ
び
孔
安
國
傳
で
あ
る
︒

大
い
に
甘
に
戰
い
︑
乃
ち
六
卿
を
召
す
︒
王
曰
く
﹁
嗟
あ
六
事
の
人
︑
予
は
誓
っ
て
汝
に
吿
げ
ん
︒
�
扈
氏
は
五
行
を
威
侮
し
︑
三
正
を

怠
棄
す
︒
天
用
て
其
の
命
を
勦
絕
し
︑
今
予
惟
だ
恭
し
く
天
の
罰
を
行
わ
ん
の
み
︒
⁝
⁝
用
命
す
れ
ば
祖
に
賞
し

(僞
孔
傳
：
天
子
親
征
す

れ
ば
︑
必
ず
�
-
の
祖
;
を
載
せ
て
行
く
︒
功
�
れ
ば
則
ち
祖
;
の
<
に
賞
し
︑
專
ら
に
せ
ざ
る
を
示
す
)
︑
用
命
せ
ざ
れ
ば
社
に
戮
せ
ん

(僞
孔

傳
：
天
子
親
征
す
れ
ば
︑
印
た
社
;
を
載
す
︒
之
を
社
事
と
謂
う
︒
用
命
せ
ず
し
て
奔
北
す
る
者
︑
則
ち
之
を
社
;
の
<
に
戮
す
︒
社
は
陰
を
;
る
︒
陰

は
殺
を
;
る
︑
親﹅

祖﹅

嚴﹅

社﹅

の﹅

義﹅

な
ら
ん
︒)
︑
予
は
則
ち
汝
を
孥
戮
せ
ん
︒
⁝
⁝(5

)

右
の
記
事
で
ま
ず
着
目
し
た
い
の
が
︑
傍
線
を
附
し
た
祖
(-
)
と
社
の
役
割
で
あ
る
︒
戰
時
に
あ
っ
て
は
︑
ま
ず
-
・
社
へ
の
吿
禮
が
行

わ
れ
︑
そ
の
の
ち
に
﹁
-
;
﹂﹁
社
;
﹂
が
奉
戴
さ
れ
て
出
征
に
同
行
す
る
と
い
う(6

)
︒﹁
-
;
﹂
と
は
�
-
に
あ
る
j
祖
の
神
;
(
�
-
之
;
)

で
あ
り(

7
)

︑
戰
後
に
は
�
功
者
に
對
す
る
襃
賞
が
-
;
の
<
で
行
わ
れ
る
︒﹁
社
;
﹂
は
軍
律
P
反
者
な
ど
に
𠛬
戮
を
加
え
る
こ
と
を
機
能
と
す

る
﹇
守
屋
一
九
六
九
︑
增
淵
一
九
七
〇
︑
宇
都
木
二
〇
一
一
﹈︒
こ
の
よ
う
に
︑
-
;
・
社
;
は
﹁
襃
め
る
-
;
︑
罰
す
る
社
;
(
親
-
嚴
社
之

義
)
﹂
と
い
う
分
擔
9
E
の
も
と
︑
自
軍
兵
士
を
瓜
制
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

自
軍
に
對
し
て
こ
う
し
た
強
制
力
を
發
動
す
る
に
當
た
り
︑
;
將
た
る
君
;
は
-
・
社
と
ど
の
よ
う
な
關
係
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う

か
︒
そ
れ
を
說
G
す
る
際
︑
頻
用
さ
れ
る
の
が
﹁
不
敢
自
專

(敢
え
て
自
ら
專
ら
に
せ
ず
)
﹂
と
い
う
一
句
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
天
子
親
征
時
の

吿
-
儀
禮
を
定
め
た
﹃
禮
記
﹄
王
制
の
經
�

(詳
細
は
後
述
)
に
つ
い
て
︑
�
・
孔
穎
m
﹃
禮
記
正
義
﹄
は


の
よ
う
な
解
說
を
お
こ
な
っ
て

い
る
︒｢命

を
祖
に
[
く
﹂
と
は
︑
出
づ
る
時
に
祖
に
吿
ぐ
る
を
謂
う
︒
是
れ
敢
え
て
自
ら
專
ら
に
せ
ず
︑
稟
承
す
る
H
�
り
︒
故
に
命
を
[
く
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と
言
う
な
り(8

)
︒

君
;
の
權
能
が
彼
個
人
の
專
斷
で
は
な
く
︑
祖
靈
よ
り
n
託

(稟
承
)
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
證
據
立
て
る
の
が
吿
-
の
機
能
と
い
う

こ
と
に
な
る
︒
こ
の
﹁
不
敢
自
專
﹂
は
經
書
解
釋
に
お
い
て
も
頻
出
し
︑
他
に
も
天
子
が
天
に
對
し
て
︑
臣
下
が
;
君
に
對
し
て
︑
宗
族
內
で

分
家
が
本
家
に
對
し
て
等
︑
さ
ま
ざ
ま
な
パ
タ
ー
ン
で
用
い
ら
れ
る(9

)
︒
い
ず
れ
も
當
該
の
行
爲
が
當
事
者
の
獨
斷
で
は
な
く
︑
相
對
�
に
高



の
權
威
に
よ
っ
て
オ
ー
ソ
ラ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
言
G
す
る
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
自
軍
瓜
制
權
の
源
泉
は
祖
靈
と
地
神
に

あ
り
︑
君
;
は
そ
の
代
行
者
の
地
位
を
甘
[
す
る
と
い
う
關
係
が
讀
み
取
れ
よ
う(10

)
︒

祖
靈
・
地
神
の
至
高
性
が
い
っ
そ
う
顯
現
さ
れ
る
の
が
︑
歸
^
後
に
行
わ
れ
る
凱
旋
儀
禮
の
場
で
あ
っ
た
︒
ま
ず
社
に
お
い
て
は
︑
社
;
の

o
p
と
�
罪
者
へ
の
處
罰
が
行
わ
れ
る
﹇
宇
都
木
二
〇
一
一
﹈︒
他
方
︑
-
に
あ
っ
て
は
︑
-
;
が
o
^
さ
れ
る
と
と
も
に(11

)
︑
戰
q
祝
典

(飮

至
・
策
勳
)
が
行
わ
れ
る
︒
�
功
者
へ
の
襃
賞
︑﹁
俘
馘
﹂
と
﹁
軍
實
﹂
の
陳
列
︑
祝
宴
か
ら
な
る
儀
禮
で
あ
る(12

)
︒
こ
れ
と
よ
く
似
て
い
る
の
が
︑

國
家
儀
禮
と
し
て
の
狩
獵

(田
獵
・
田
狩
)
で
あ
り
︑
こ
ち
ら
の
場
合
は
獵
の
成
果

(
獲
物
)
が
-
・
社
お
よ
び
四
方
神
に
供
獻
さ
れ
る
﹇
丸
橋

二
〇
〇
五(13

)
﹈︒
ど
ち
ら
も
︑
外
出
か
ら
の
歸
^
が
報
吿
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
そ
の
成
果
が
祖
靈
と
共
�
さ
れ
る
點
が
共
R
し
て
い
る
︒

以
上
の
よ
う
な
-
・
社
へ
の
吿
禮
は
︑
高
木
智
見
氏
や
M
・
ル
イ
ス
氏
ら
が
指
摘
す
る
よ
う
に
﹃
左
傳
﹄
等
に
數
多
く
の
實
施
例
が
見
い
だ

さ
れ
て
お
り
﹇
高
木
一
九
八
六
︑
Lew
is
1990﹈︑
早
い
段
階
か
ら
社
會
に
根
を
下
ろ
し
た
慣
行
と
し
て
戰
爭
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
き
た
の
で

あ
る
︒

つ
ぎ
に
︑
天
と
戰
爭
と
の
關
係
は
ど
う
か
︒
<
揭
﹃
尙
書
﹄
甘
誓
の
波
線
部
分
に
は
︑
敵
對
者
(�
扈
氏
)
に
對
す
る
武
力
發
動
が
﹁
天
之

罰
﹂
の
執
行
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
﹁
天
罰
の
代
行
と
し
て
の
戰
爭
﹂
は
︑﹃
尙
書
﹄
に
收
錄
さ
れ
た
﹁
誓
﹂
の
各
s
で
し
ば
し
ば
謳
わ
れ

て
お
り(

14
)

︑
こ
れ
ま
た
古
い
起
源
を
�
す
る
戰
爭
の
一
側
面
と
推
測
さ
れ
る
︒
た
だ
し
︑﹃
尙
書
﹄
諸
s
に
お
い
て
︑
戰
爭
に
お
け
る
﹁
天
の
荏

持
﹂
は
攻
擊
の
正
當
性
を
裏
づ
け
る
名
分
と
し
て
抽
象
�
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
︑
吿
天
儀
禮
な
ど
社
會
慣
行
と
の
具
體
�
な
つ
な
が
り
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は
斷
片
�
に
し
か
傳
わ
ら
な
い(15

)
︒
後
述
の
よ
う
に
︑
戰
爭
と
天
と
の
關
係
が
儀
禮
と
し
て
安
定
�
に
定
式
�
さ
れ
る
の
は
-
・
社
の
吿
禮
よ
り

相
對
�
に
遲
く
︑
祭
天
儀
禮
�
般
が
體
系
�
さ
れ
る
漢
代
後
+
以
影
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
︒

な
お
︑﹁
天
罰
﹂
は
當
然
な
が
ら
王

(天
子
)
に
限
定
さ
れ
る
槪
念
で
あ
る
の
に
對
し
︑
諸
侯
に
よ
る
敵
對
者
へ
の
武
力
發
動
は
﹁
王
誅
﹂

と
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
こ
の
こ
と
は
﹃
尙
書
﹄
胤
征
の
以
下
の
經
�
お
よ
び
僞
孔
傳
よ
り
讀
み
取
れ
る
︒

今
︑
予
︑
爾
�
衆
を
以
て
︑
天
罰
を
奉
じ

將
お
こ
な

わ
ん

(僞
孔
傳
：
將
と
は
行
う
な
り
︒
王
命
を
奉
じ
て
王
誅
を
行
う
な
り
⁝
⁝
)
爾
衆
士
︑
力
を

王
室
に
同
じ
う
し
︑
尙
わ
く
ば
予
を
弼
け
欽
ん
で
天
子
の
威
命
を
承
け
よ
︒

諸
侯
を
司
令
官
と
す
る
戰
爭
は
︑
王

(天
子
)
を
介
し
て
天
に
根
據
を
持
ち
う
る
9
E
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る(

16
)

︒

右
の
﹃
尙
書
﹄
夏
書
兩
s
に
表
出
さ
れ
た
戰
爭
觀
が
具
體
�
に
い
つ
ご
ろ
の
も
の
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
無
論
困
難
で
は
あ
る
︒
た
だ
少
な

く
と
も
︑
戰
爭
と
-
・
社
︑
戰
爭
と
天
の
關
係
が
そ
れ
ぞ
れ
衣
な
る
由
來
を
持
ち
︑
別
々
の
歷
�
を
步
ん
で
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う(17

)
︒

と
こ
ろ
が
兩
者
は
時
代
と
と
も
に
同
じ
土
俵
に
載
せ
ら
れ
︑
一
聯
の
吿
禮
と
し
て
整
序
さ
れ
て
い
く
︒
そ
の
一
端
は
﹃
尙
書
﹄
泰
誓
上
や

﹃
司
馬
法
﹄
仁
本
s(18

)
な
ど
先
秦
に
]
る
可
能
性
の
あ
る
�
料
に
も
垣
閒
見
え
る
が
︑
出
征
儀
禮
を
國
家
儀
禮
�
し
て
い
く
際
の
參
照
基
準
と
し

て
︑
後
世
に
決
定
�
な
影
_
を
與
え
た
の
は
﹃
禮
記
﹄
王
制
で
あ
っ
た
︒
同
s
の
出
征
儀
禮
關
聯
記
事
を
︑
そ
の
少
し
<
に
列
擧
さ
れ
て
い
る

C
狩
儀
禮
の
記
事
と
と
も
に
以
下
に
揭
出
し
て
み
よ
う
︒

①

天
子
は
五
年
に
一
た
び
C
守
す
︒
歲
二
z
︑
東
に
C
守
し
て
岱
宗
に
至
る
︒
⁝
⁝
五
z
︑
南
に
C
守
し
て
南
嶽
に
至
る
︒
東
に
C
守
す

る
の
禮
の
如
し
︒
八
z
︑
西
に
C
守
し
西
嶽
に
至
る
︒
南
に
C
守
す
る
の
禮
の
如
し
︒
十
�
一
z
︑
北
に
C
守
し
北
嶽
に
至
る
︒
西
に

C
守
す
る
の
禮
の
如
し
︒
歸
り
て
祖
・
g
に
假い

た

り
︑
特
を
用
う
︒

②

天
子
將
に
出
で
ん
と
す
る
に
︑
上
�
に
類
し
︑
社
に
宜
し
︑
g
に
E
す
︒
諸
侯
將
に
出
で
ん
と
す
る
に
︑
社
に
宜
し
︑
g
に
E
す
︒

③

天
子
將
に
出
征
せ
ん
と
す
る
に
︑
上
�
に
類
し
︑
社
に
宜
し
︑
g
に
E
し
︑
征
す
る
H
の
地
に
禡
す
︒
命
を
祖
に
[
け
︑
成
を
學
に
[
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く
︒
出
征
し
て
�
罪
を
執
え
︑
反
り
て
學
に
釋
奠
し
て
︑
訊
馘
を
以
て
吿
ぐ
︒

①
は
天
子
が
五
年
に
一
度
お
こ
な
う
四
方
へ
の
C
狩
で
あ
り
︑
歸
^
時
の
吿
禮
の
み
を
記
す
︒

②
は
天
子
・
諸
侯
が
國
外
に
出
る
際
の
規
定
で
あ
り
出
發
時
の
吿
禮
の
み
を
記
す(19

)
︒
そ
し
て
③
が

天
子
に
よ
る
軍
事
�
な
出
征
で
あ
り
︑
發
兵
時
・
歸
^
時
雙
方
の
儀
禮
を
列
擧
し
て
い
る
︒
表
5

は
︑
出
征
時
の
儀
禮
に
つ
い
て
③
を
ベ
ー
ス
に
し
つ
つ
︑
③
に
含
ま
れ
な
い
歸
^
時
の
儀
禮
に
つ

い
て
は
①
を
︑
諸
侯
の
儀
禮
に
つ
い
て
は
②
を
參
照
し
て
推
定
・
復
原
を
圖
っ
た
も
の
で
あ
る
︒

こ
の
表
か
ら
は
︑
吿
天
儀
禮

(類
)
が
天
子
親
征
の
發
兵
時
に
發
生
す
る
こ
と
︑
歸
^
時
に
は
行

わ
れ
な
い
こ
と
が
}
る
︒
<
違
で
論
じ
た
﹁
開
元
禮
﹂
お
よ
び
﹁
後
齊
儀
Q
﹂
の
基
本
9
成
は
︑

こ
の
と
き
す
で
に
出
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

周
知
の
R
り
﹃
禮
記
﹄
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
來
源
を
持
つ
古
禮
が
集
積
さ
れ
て
お
り
︑
各
s
に
定
め
ら
れ
た
規
範
の
成
立
時
+
を
比
定
す
る
こ

と
は
も
と
よ
り
困
難
で
あ
る
︒
た
だ
戴
�
の
﹃
禮
記
﹄

(小
戴
禮
記
)
が
成
立
し
た
<
漢
宣
�
+
を
下
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
︒
天
・
-
・
社
の

出
征
儀
禮
を
一
體
�
す
る
動
き
も
ほ
ぼ
同
じ
時
+
︑
具
體
�
に
は
元
�
以
影
︑
王
厭
政
權
を
經
て
後
漢
<
+
に
至
る
+
閒
に
現
れ
て
く
る
の
で

あ
ろ
う
︒
ち
ょ
う
ど
儒
敎
に
基
づ
く
祭
祀
體
系
が
國
政
の
重
F
な
�
と
さ
れ
て
い
く
頃
で
あ
り
﹇
目
黑
二
〇
〇
五
︑
渡
邊
二
〇
〇
三
︑
金
子
二

〇
〇
六
﹈︑
か
つ


違
で
述
べ
る
よ
う
に
出
征
儀
禮
の
實
施
例
が
經
書
以
外
の
�
書
に
現
れ
始
め
る
時
+
と
も
重
な
る
︒﹃
禮
記
﹄
王
制
に
ま
と

め
ら
れ
た
出
征
儀
禮
の
禮
學
�
體
系
は
︑
こ
の
の
ち
ど
の
よ
う
に
制
度
�
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
︒
違
を
改
め
て
考
察
し
た
い
︒

三

出
征
儀
禮
の
制
度
�
を
め
ぐ
る
諸
問
題

天
・
-
・
社
の
吿
禮
を
一
體
�
す
る
禮
學
上
の
動
き
は
︑﹃
禮
記
﹄
王
制
に
お
い
て
一
應
の
完
成
を
見
る
︒
し
か
し
も
と
も
と
由
來
を
衣
に

す
る
儀
禮
を
接
合
し
た
た
め
か
︑
こ
れ
ら
を
實
際
に
國
家
儀
禮
と
し
て
制
度
�
す
る
に
當
た
っ
て
は
︑
議
論
の
分
か
れ
る
問
題
が
發
生
し
た
︒
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表 5 天子と諸侯の出征儀禮

天子 諸侯

發
兵

類 (上�) ○

宜 (社) ○ ○

E (g=祖) ○ ○

戰場 禡 (H征地) ○ ？

歸
^

宜 (社)＊ ○ ○

E (g=祖) ○ ○

釋奠 (學) ○ ？

(＊ 歸^時の宜は『周禮』夏官大司馬・春官
大祝を參照)



『禮
記
﹄
王
制
に
お
い
て
︑
天
子
限
定
の
吿
天
儀
禮
は
發
兵
時
に
の
み
定
め
が
あ
る
︒
で
は
な
に
ゆ
え
歸
^
時
の
吿
天

(
凱
旋
吿
天
)
は
行
わ

れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
問
題
の
取
り
�
い
が
︑
出
征
儀
禮
を
國
家
儀
禮
に
組
み
D
ん
で
行
く
過
�
で
大
き
な
論
爭
を
生
む
こ
と
に
な
る(20

)
︒

凱
旋
吿
天
は
︑
ま
ず
後
漢
初
め
の
白
虎
觀
會
議
に
お
い
て
爭
點
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒﹃
白
虎
R
﹄
で
は
︑
ま
ず
-
へ
の
吿
禮
が
發
兵

時
・
歸
^
時
の
二
度
行
わ
れ
る
理
由
を
こ
の
よ
う
に
說
G
す
る
︒

①

王
者
將
に
出
で
ん
と
す
る
に
g
に
辭
し
︑
^
る
に
祖
g
に
格
る
は
︑
子
の
辭
面
の
禮
︑
�
親
の
義
を
言
う
な
り
︒
(﹃
白
虎
R
﹄
三
軍
﹁
論

吿
天
吿
祖
之
義
﹂)

い
っ
ぽ
う
天
へ
の
吿
禮
が
發
兵
時
の
み
で
あ
る
理
由
に
つ
い
て
は
別
の
論
理
を
用
�
す
る
︒

②

出
で
て
天
に
吿
ぐ
る
H
以
は
何
ぞ
︒
敢
え
て
自
ら
專
ら
に
せ
ざ
る
を
示
す
な
り
︒﹁
出
辭
反
面
の
�
﹂
に
あ
ら
ざ
る
な
り
︒
宗
-
と
義

を
衣
に
す
︒
^
り
て
復
た
天
に
吿
げ
ざ
る
は
︑
天
�
に
外
內
無
け
れ
ば
︑
故
に
復
た
吿
げ
ざ
る
な
り
︒
尙
書
﹁
歸
り
て
祖
g
に
格い
た

る
﹂

と
言
い
︑﹁
天
に
吿
ぐ
﹂
と
言
わ
ざ
る
は
︑
吿
げ
ざ
る
を
知
れ
ば
な
り
︒
(
同
右
)

①
の
﹁
辭﹅

面﹅

の
禮
﹂
と
②
の
﹁
出
辭﹅

反
面﹅

の
�
﹂
と
は
同
じ
內
容
を
指
す
︒
こ
れ
は
﹃
禮
記
﹄
曲
禮
の
﹁
夫
れ
人
の
子
爲
る
者
︑
出
づ
れ
ば

必
ず
吿
し
︑
反
れ
ば
必
ず
面
す
﹂
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
︑
�
字
R
り
︑﹁
子

(子
孫
)
は
親

(祖
先
)
に
對
し
︑
家
を
出
る
と
き
／
歸
る
と
き

に
挨
拶
す
べ
し
﹂
と
の
社
會
規
範
を
表
現
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
-
へ
の
吿
禮
は
﹁
祖
先
に
對
す
る
子
孫
の
禮
﹂
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
た
め
︑

發
兵
時
・
歸
^
時
と
も
に
實
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒

こ
れ
に
對
し
天
へ
の
吿
禮
は
﹁
敢
え
て
自
ら
專
ら
に
せ
ざ
る
を
示
す
﹂
た
め
と
さ
れ
る
︒
武
力
の
發
動
が
天
子
個
人
の
專
斷
で
は
な
く
︑
天

に
權
威
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
強
b
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
吿
-
の
﹁
出
辭
反
面
﹂
と
は
衣
な
り
︑
天
子
と
天
の
閒
に
は
外
／
內
︑
す
な

わ
ち
出
る
／
^
る
と
い
う
關
係
は
成
立
し
て
い
な
い
の
で
︑
歸
^
時
の
吿
天
は
不
F
と
;
張
す
る
︒
F
す
る
に
<
漢
後
+
か
ら
後
漢
初
+
に
か

け
て
︑
凱
旋
吿
天
は
﹃
禮
記
﹄
王
制
か
ら
﹃
白
虎
R
﹄
へ
繼
承
さ
れ
る
今
�
學
系
の
;
張
に
よ
り
︑
禮
學
上
否
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る(21

)
︒
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以
上
の
よ
う
な
禮
學
上
の
體
系
�
に
對
し
︑
現
實
の
動
向
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
兩
漢
か
ら
魏
晉
に
か
け
て
の
記
錄
を

何
點
か
列
擧
し
て
み
よ
う
︒

(a
)
郅
荏
單
于
を
誅
す
る
を
以
て
郊
-
に
吿
祠
し
︑
天
下
に
赦
す
︒
(﹃
漢
書
﹄
元
�
紀
・
円
昭
四
年
春
正
z
條
)

(b
)
是
に
於
て
天
子
詔
を
下
し
て
曰
く
﹁
⁝
⁝
今
�
壽
・
湯
`
宜
を
睹
て
︑
時
利
に
乘
じ
︑
城
郭
諸
國
に
結
ん
で
︑
擅
に
興
師
矯
制
し
て

之
を
征
し
︑
天
地
・
宗
-
の
靈
を
賴
ん
で
︑
郅
荏
單
于
を
誅
討
し
︑
其
の
首
を
斬
獲
し
︐
0
び
閼
氏
・
貴
人
の
名
は
王
よ
り
以
下
千

も
て
數
う
︒
⁝
⁝
﹂
と
︒
⁝
⁝
太
中
大
夫
谷
永
上
駅
し
湯
を
訟
し
て
曰
く
﹁
⁝
⁝
今
湯
は
親
ら
鉞
を
秉
り
︑
席
卷
し
て
萬
里
の
外
に

喋
血
し
︑
祖
-
に
薦
功
し
て
︑
上
�
に
吿
類
し
︑
介
冑
の
士
︑
義
を
慕
わ
ざ
る
な
し
⁝
⁝
﹂
と
︒
(﹃
漢
書
﹄
陳
湯
傳
)

(a
)(b
)は
と
も
に
<
漢
元
�
+
︑
甘
�
壽
・
陳
湯
ら
が
郅
荏
單
于
を
敗
死
さ
せ
た
匈
奴
と
の
戰
爭
に
關
す
る
�
料
で
あ
り
︑
天
子
親
征
で

は
な
く
︑
し
か
も
凱
旋
時
と
い
う
條
件
下
で
天
と
-
へ
の
吿
禮
が
行
わ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
戰
後
に
出
さ
れ
た
詔
に
お
い
て
︑
q

利
が
﹁
天
地
・
宗
-
の
靈
﹂
に
依
據
し
て
い
た
と
の
:
識
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
Q
�
を
し
て
お
き
た
い(22

)
︒
た
だ
︑
こ
の
時
+
は
南
郊
祭

天
の
制
度
そ
の
も
の
が
未
確
立
な
段
階
に
あ
り
﹇
渡
邊
二
〇
〇
三
﹈︑
後
世
の
凱
旋
吿
天
と
同
一
視
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
︑
愼
重
な
}
斷
を

F
す
る
︒

(c
)
詔
し
て
曰
く
﹁
匈
奴
背
�
し
︑
�
を
爲
す
こ
と
久
j
た
り
︒
祖
宗
の
靈
に
賴
り
︑
師
克
ち
て
捷
�
り
︑
醜
虜
破
碎
せ
ら
れ
︑
T
に
厥

庭
を
�
く
︒
⁝
⁝
�
司
其
れ
舊
典
を
案
じ
︑
吿
類
・
薦
功
し
て
︑
以
て
休
烈
を
違
ら
か
に
せ
よ
﹂
と
︒

(﹃
後
漢
書
﹄
和
�
紀
・
永
元

元
年
閏
七
z
丙
子
條
)

こ
れ
は
後
漢
和
�
の
永
元
元
年

(八
九
)
︑
竇
憲
が
匈
奴
に
q
利
し
た
後
に
出
さ
れ
た
詔
で
あ
る
︒
<
揭
(b
)
に
G
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

﹁
吿
類=

上
�
へ
の
吿
禮
﹂﹁
薦
功
＝
祖
-
へ
の
吿
禮
﹂
と
い
う
對
應
關
係
と
な
る
こ
と
か
ら
︑
(c
)に
お
い
て
も
凱
旋
時
の
吿
天
が
吿
-
と
と

も
に
命
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
}
G
す
る
︒
し
か
も
本
件
も
(a
)(b
)と
同
樣
に
天
子
親
征
の
事
例
で
は
な
い
︒
白
虎
觀
會
議
以
影
に
な
っ
て

も
︑
實
際
の
吿
禮
は
﹃
禮
記
﹄
王
制
の
規
定
R
り
に
は
必
ず
し
も
實
施
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
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(d
)
魏
書
曰
く
﹁
七
z
乙
未
︑
大
軍
出
づ
る
に
當
り
︑
太
常
を
し
て
特
牛
一
を
以
て
郊
に
吿
祠
せ
し
む
﹂
と
︒
臣
松
之
按
ず
る
に
︑
魏
の

郊
祀
奏
中
︑
尙
書
盧
毓
の
﹁
議
祀
厲
殃
事
﹂
に
云
え
ら
く
﹁
犧
牲
祭
器
を
具
え
る
こ
と
<
後
の
師
の
出
で
て
郊
に
吿
す
る
の
禮
の
如

く
せ
よ
﹂
と
︒
此
の
如
く
ん
ば
︑
則
ち
魏
氏
は
出
師
す
る
に
︑
皆
な
郊
に
吿
す
る
な
り
︒
(﹃
三
國
志
﹄
卷
二
�
�
紀
・
黃
初
四
年
六
z
條

H
引
裴
Q
)

つ
づ
い
て
曹
魏
の
事
例
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
發
兵
時
の
吿
天
が
示
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
點
に
お
い
て
は
﹃
禮
記
﹄
王
制
の
規
定
R
り
と
な
っ

て
い
る

(歸
^
時
に
つ
い
て
の
言
0
は
な
く
實
態
は
G
ら
か
で
は
な
い
)
(23
)

︒

(e
)
安
�
元
興
三
年
三
z
︑
宋
の
高
祖
︑
桓
玄
を
討
ち
︑
之
を
走
ら
し
む
︒
己
卯
︑
義
功
を
南
郊
に
吿
ぐ
︒
(﹃
宋
書
﹄
卷
一
六
・
禮
志
三
︒

﹃
晉
書
﹄
卷
一
九
・
禮
志
上
に
も
同
記
事
)

東
晉
安
�
の
元
興
三
年

(四
〇
三
)
︑
劉
裕
が
桓
玄
討
伐
を
果
た
し
た
際
︑
凱
旋
段
階
に
お
い
て
南
郊
で
の
吿
禮
が
實
施
さ
れ
て
い
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
兩
漢
か
ら
魏
晉
に
か
け
て
は
︑
禮
學
上
否
:
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
﹁
制
J
大
將
﹂
下
の
﹁
凱
旋
吿
天
﹂
が
少
な
か
ら
ず
行

わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
理
念
と
現
實
の
懸
�
は
︑
劉
宋
孝
武
�
の
孝
円
元
年

(
四
五
四
)
六
z
︑
劉
義
宣
・
臧
質
の

反
亂
.
定
の
直
後
︑
凱
旋
儀
禮
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
論
議
の
な
か
で
政
治
問
題
と
し
て
表
面
�
し
た
︒
こ
の
と
き
尙
書
八
座
は
︑﹃
禮
記
﹄
王

制
の
規
定
に
準
據
す
る
こ
と
を
原
案
と
し
て
提
出
し
た
︒
そ
れ
は
︑
去
る
元
嘉
三
年

(
四
二
六
)
に
謝
晦
を
討
伐
し
た
際
︑
發
兵
時
に
は
南
北

二
郊
と
太
-
で
︑
歸
^
時
に
は
太
-
・
太
社
で
そ
れ
ぞ
れ
吿
禮
を
行
っ
た
先
例(24

)
を
踏
襲
す
べ
し
と
の
提
案
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
こ
れ
を
詳
議

し
た
禮
官
た
ち
の
な
か
に
︑
こ
れ
に
衣
を
唱
え
︑
凱
旋
吿
天
の
實
施
を
強
く
;
張
し
た
者
が
い
た
︒
國
士
助
敎
の
蘇
瑋
生
で
あ
る
︒
彼
は
凱
旋

吿
天
を
定
め
ぬ
﹃
禮
記
﹄
王
制
や
曾
子
問
の
記
述
を
引
用
し
た
上
で
︑


の
よ
う
に
述
べ
る
︒

天
子
・
諸
侯
︑
事
に
小
大
�
り
と
雖
も
︑
其
の
禮
は
略
ぼ
鈞
し
︒
出
づ
る
を
吿
げ
至
る
を
吿
ぐ
る
に
︑
理
と
し
て
殊
な
る
を
得
ざ
ら
ん
︒

ô
﹁
出
入
の
禮
を
同
じ
く
す
﹂
と
云
え
ば
︑
其
の
義
は
甚
だ
G
ら
か
な
り
︒
天
子
出
征
す
る
に
上
�
に
類
す
︒﹁
<
に
吿
ぐ
る
H
の
者
︑

歸
れ
ば
必
ず
や
至
る
を
吿
ぐ
﹂
を
推
せ
ば
︑
則
ち
宜
し
く
郊
に
吿
ぐ
べ
き
こ
と
︑
復
た
疑
い
を
容
れ
ざ
ら
ん
︒
元
嘉
三
年
︑
唯
だ
-
・
社
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に
の
み
吿
ぐ
る
は
︑
未
だ
其
の
義
を
詳
ら
か
に
せ
ざ
る
な
り
︒

ô
玄
が
﹁
出
入
の
禮
を
同
じ
く
す
る
﹂
と
述
べ
る
吿
-
の
原
則(25

)
を
擴
大
解
釋
し
︑
吿
天
の
場
合
に
も
發
兵
時
・
歸
^
時
の
二
度
行
わ
れ
る
べ

き
と
;
張
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
﹃
禮
記
﹄
の
規
定
に
は
不
備
が
あ
る
こ
と
を
強
い
口
b
で
;
張
す
る
︒

或
い
は
當
に
禮
記
唯
だ
﹁
歸
れ
ば
祖
g
に
假
る
﹂
と
云
う
の
み
︑
而
も
吿
郊
の
辭
無
き
を
以
て
︑
果
し
て
此
の
義
を
立
つ
る
べ
き
は
︑
彌

や
未
だ
m
せ
ざ
る
H
な
り
︒
夫
れ
禮
記
は
殘
缺
の
書
に
し
て
︑
本
よ
り
備
體
無
く
︑
折
鯵
敗
字
︑
闕
略
す
る
H
多
し
︒
⁝
⁝
天
子
反
行
し

て
社
に
吿
ぐ
る
も
亦
た
成
記
無
し
︒
何
故
ぞ
吿
郊
の
み
獨
り
當
に
�
を
致
す
べ
き
︒

出
征
儀
禮
總
體
の
�
も
基
本
�
な
典
據
で
あ
る
﹃
禮
記
﹄
に
對
す
る
根
本
�
な
不
信
が
表
G
さ
れ
る
あ
り
さ
ま
で
あ
り
︑
結
局
彼
の
;
張
は

皇
�
に
:
め
ら
れ
︑
凱
旋
吿
天
が
實
施
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う(26

)
︒

漢
魏
か
ら
南
�
に
か
け
て
は
以
上
の
よ
う
な
曲
折
が
あ
っ
た
の
に
對
し
︑
北
�
の
出
征
儀
禮
は
比
�
�
安
定
�
に
推
移
し
た
︒
北
族
出
身
の

北
魏
皇
�
(特
に
中
+
以
<
)
は
親
征
の
經
驗
が
多
く
︑
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
﹃
魏
書
﹄
に
は
出
征
儀
禮
記
事
が
豐
富
に
殘
さ
れ
て
い
る
︒
た

と
え
ば
太
武
�
・
神
級
二
年

(四
二
九
)
に
行
わ
れ
た
柔
然
と
の
戰
い
に
と
も
な
う
出
征
儀
禮
が


の
よ
う
に
復
原
で
き
る

(﹃
魏
書
﹄
卷
四
上
・

世
祖
紀
よ
り
)
︒

四
z
某
日

南
郊
で
の
吿
天
儀
禮

(治
兵
于
南
郊
)

庚
寅

北
伐
開
始

五
z
丁
未

沙
漠
へ
到
着
︑
輕
騎
�
で
柔
然
を
攪
亂

七
z
某
日

黑
山
で
戰
果
の
確
:
と
賞
賜

(校
數
軍
實
︑
班
賜
王
公
將
士
各
�
差
)

八
z
某
日

高
車
を
攻
擊

十
z
某
日

.
城
に
凱
旋
︑
吿
-
儀
禮

(振
旅
凱
旋
于
京
師
︑
吿
於
宗
-
)

『魏
書
﹄
本
紀
に
記
錄
さ
れ
る
出
征
儀
禮
は
數
多
い
が
︑
い
ず
れ
も
歸
^
後
の
吿
禮
は
太
-
に
限
ら
れ
︑
吿
天
は
い
ず
れ
も
戰
闘
<
に
行
わ
れ
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て
い
る(

27
)

︒
お
そ
ら
く
北
�
に
お
い
て
は
﹃
禮
記
﹄
王
制
の
內
容
に
�
い
出
征
儀
禮
が
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う(28

)
︒

そ
し
て
�
の
﹁
開
元
禮
﹂
に
規
定
さ
れ
た
出
征
儀
禮
は
︑
こ
の
北
魏
の
制
度
を
淵
源
に
︑
第
一
違
で
も
述
べ
た
よ
う
に
北
齊

(後
齊
儀
Q
)

を
經
由
し
て
取
り
入
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
︒
�
禮
は
貞
觀
禮
・
顯
慶
禮
段
階
で
は
ô
玄
說
に
基
づ
い
て
い
た
が
︑
開
元
禮
に
い
た
っ
て
王

肅
說
が
�
用
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
﹇
金
子
二
〇
〇
六
﹈︒
し
か
し
︑
出
征
儀
禮
に
つ
い
て
は
︑
こ
の
よ
う
な
禮
說
の
﹁
搖
れ
﹂
に
影

_
さ
れ
る
こ
と
な
く
︑
一
貫
し
て
﹃
禮
記
﹄
王
制
に
基
づ
く
9
成
が
�
ら
れ
た
と
思
し
い
︒
そ
う
}
斷
す
る
根
據
は
孔
穎
m
﹃
禮
記
正
義
﹄
の



の
記
述
で
あ
る
︒

然
る
に
出
で
て
天
地
0
び
-
に
吿
げ
︑
^
り
て
惟
だ
-
の
み
に
吿
げ
︑
天
地
に
吿
げ
ざ
る
は
︑﹃
白
虎
R
﹄
云
え
ら
く
﹁
^
り
て
復
た
天

に
吿
げ
ざ
る
は
︑
天
�
に
外
內
無
き
が
故
に
復
た
吿
げ
ざ
る
な
り
﹂
と
︒

歸
^
時
に
吿
天
儀
禮
を
行
わ
な
い
理
由
を
﹃
白
虎
R
﹄
を
引
用
し
て
論
證
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
孔
穎
m
の
生
き
た
�
初

(貞
觀
禮
段

階
)
に
あ
っ
て
も
︑﹃
禮
記
﹄
王
制
說
が
�
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

四

武
と
禮
︑
武
と
法

︱
︱
武
力
發
動
の
根
據
と
手
續
き

第
二
違
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
戰
時
に
お
け
る
敵
軍
へ
の
武
力
發
動
は
﹁
天
罰
﹂
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
戰
爭
を
𠛬
罰
の
範
疇
で
と
ら
え
る
思

想
が
そ
こ
に
は
橫
た
わ
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
﹃
漢
書
﹄
𠛬
法
志
に
は
𠛬
罰
・
法
制
の
歷
�
の
み
で
は
な
く
︑
戰

爭
・
軍
事
に
關
わ
る
記
事
も
相
當
大
き
な
紙
幅
を
割
い
て
盛
り
D
ま
れ
て
お
り
︑
軍
事
と
𠛬
罰
の
�
似
性
は
こ
こ
に
も
現
れ
て
い
る(29

)
︒

法
制
と
は
そ
の
背
後
に
𠛬
罰
を
と
も
な
い
︑
國
家
の
發
動
す
る
強
制
力
が
�
も
直
接
�
に
表
現
さ
れ
る
場
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
一
般
論
と

し
て
︑
𠛬
罰
の
執
行
は
法
�
手
續
き
に
則
っ
て
行
わ
れ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
<
違
ま
で
に
R
觀
し
た
よ
う
に
︑
戰
爭
と
い
う
營
み
の
着
手
と
完
了

は
︑
禮
�
手
續
き
に
よ
っ
て
�
め
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
懸
�
は
︑
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒

本
稿
で
;
と
し
て
論
じ
て
き
た
漢
以
影
に
は
戰
爭
・
軍
事
が
一
般
�
な
𠛬
罰
・
法
制
と
す
で
に
切
り
離
さ
れ
て
お
り
︑
兩
者
の
閒
に
橫
た
わ
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る
分
岐
の
經
雲
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒
問
題
を
解
く
ヒ
ン
ト
は
︑
そ
れ
以
<
の
時
代
に
求
め
る
必
F
が
あ
る
︒
そ
こ
で
Q
目
さ
れ
る
の

は
︑
法
家
に
よ
り
體
系
�
さ
れ
た
法
と
𠛬
に
つ
い
て
︑
そ
の
由
來
を
G
ら
か
に
し
た
籾
山
G
氏
の
議
論
で
あ
る
︒
籾
山
氏
は
︑
春
秋
以
<
の

﹁
兵
𠛬
未
分
﹂
狀
態
か
ら
︑
戰
國
秦
漢
+
に
法
制
が
整
え
ら
れ
て
い
く
過
�
を
大
F


の
よ
う
に
說
G
し
て
い
る
︒

春
秋
以
<
︑
軍
事
と
𠛬
罰
の
區
別
は
曖
昧
で
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
兵
𠛬
未
分
﹂
狀
態
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
︒
こ
の
こ
ろ
は
ま
だ
後
世
﹁
𠛬
罰
﹂
と

呼
ば
れ
る
よ
う
な
體
系
は
ま
だ
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
こ
れ
ま
で
の
硏
究
に
お
い
て
｢
𠛬
罰
｣と
し
て
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
き
た
事
例
も
︑
當
事
者

閒
の
場
當
た
り
�
な
報
復
・
陵
辱
行
爲
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
多
い
︒
と
こ
ろ
が
こ
の
時
代
に
も
︑﹁
𠛬
罰
﹂
と
呼
び
う
る
制
裁
行
爲
が
行
わ
れ

る
場
合
が
あ
っ
た
︒
軍
事
集
團
內
に
お
い
て
規
律
に
P
背
し
た
者
に
對
す
る
制
裁
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
制
裁
の
基
準
が
あ
ら
か
じ
め
集
團
內

の
規
N
(命
・
誓
)
と
し
て
周
知
さ
れ
︑
第
三
者
(司
馬
)
に
よ
る
𠛬
の
執
行
が
行
わ
れ
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
に
合
理
性
・
.
等
性
を
備
え
た

軍
事
集
團
の
𠛬
罰
は
︑
秦
漢
時
代
の
𠛬
罰
へ
聯
續
す
る
性
格
を
備
え
る
も
の
だ
っ
た
︒

軍
事
集
團
內
の
規
律
と
秦
漢
以
影
の
𠛬
罰
を
架
橋
す
る
の
が
﹁
蒐
﹂︑
す
な
わ
ち
狩
獵
儀
禮
で
あ
る
︒
蒐
は
も
と
も
と
軍
事
敎
練
の
場
で

あ
っ
た
が
︑
時
と
と
も
に
本
來
の
目
�
以
外
の
機
能
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
︒
政
令
の
改
定
や
𠛬
の
制
定
・
斷
獄
な
ど
が
參
加
者
の
閒
で
決
せ

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
政
治
�
事
案
を
處
理
す
る
の
に
軍
禮
と
い
う
形
式
が
�
ば
れ
た
の
は
︑
そ
れ
が
荏
配
者
層
の
總
參

加
す
る
場
で
あ
り
︑
か
つ
軍
事
集
團
の
持
つ
強
固
な
秩
序
原
理
を
內
政
に
擴
大
す
る
�
圖
が
D
め
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
︒
軍
事
集

團
の
嚴
格
な
規
範
は
︑
こ
の
の
ち
い
わ
ゆ
る
﹁
𠛬
鼎
の
公
開
﹂
や
商
鞅
變
法
な
ど
を
經
て
︑
.
時
に
も
擴
大
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
�
用
對
象

も
民
へ
と
廣
げ
ら
れ
て
い
く
﹇
籾
山
一
九
八
〇
︑
增
淵
一
九
七
〇
﹈︒

｢法
の
起
源
は
軍
事
儀
禮
の
場
で
宣
布
さ
れ
る
命
・
誓
に
あ
る
﹂
と
す
る
籾
山
氏
の
提
起
は
︑
戰
爭
が
禮
�
手
續
き
に
よ
っ
て
着
手
・
完
了

さ
れ
る
理
由
を
探
る
う
え
で
の
大
き
な
ヒ
ン
ト
と
な
る
︒
こ
こ
で
い
う
﹁
命
・
誓
﹂
と
は
軍
事
集
團
內
の
嚴
格
な
規
範
︑
奄
言
す
れ
ば
﹁
自
軍

を
瓜
制
す
る
強
制
力
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
強
制
力
は
︑
第
二
違
で
述
べ
た
よ
う
に
戰
地
に
帶
同
す
る
-
;
・
社
;
に
よ
っ
て
正
當
�
さ
れ
る
︒
發

兵
儀
禮
の
際
︑﹁
不
敢
自
專
﹂
と
稱
し
て
戰
地
に
や
っ
て
き
た
國
君
は
あ
く
ま
で
そ
の
代
行
者
に
過
ぎ
な
い
︒
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他
方
︑
籾
山
氏
に
よ
れ
ば
︑
わ
れ
わ
れ
が
R
常
﹁
𠛬
罰
﹂
と
呼
ぶ
︑
法
家
に
よ
っ
て
9
築
さ
れ
た
規
範
の
體
系
は
︑
戰
時
の
命
・
誓
を
.
時

に
擴
大
�
用
し
た
も
の
で
あ
る
︒
.
時
で
あ
れ
ば
出
征
時
の
よ
う
に
-
;
・
社
;
を
戴
く
必
F
は
な
い
︒
し
た
が
っ
て
𠛬
罰
の
執
行
は
︑
國
君

が
﹁
自
專
﹂
可
能
な
領
域
に
收
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
法
制
が
︑
專
權
事
項
と
し
て
君
;
に
歸
屬
す
る
H
以
は
こ
う
し
た
點
に
も
求
め
う

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

こ
れ
に
對
し
︑
戰
爭
の
場
合
は
﹁
出
征
﹂
を
不
可
�
�
に
と
も
な
う
︒
戰
地
の
國
君
を
;
將
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
︑
自
軍
瓜
制
權
の
源
泉

た
る
地
神
・
祖
靈
と
�
信
す
る
權
能
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
出
征
軍
の
結
團
／
解
團
に
あ
た
っ
て
は
︑﹁
地
神
・
祖
靈
と
�
信
す
る
回
路
﹂
で

あ
る
-
・
社
の
吿
禮
を
行
い
︑
瓜
制
權
の
�
與
／
o
^
の
場
面
を
自
軍
9
成
員
に
顯
示
す
る
こ
と
が
︑
必
須
の
手
續
き
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
︒

以
上
の
よ
う
な
-
・
社
の
吿
禮
が
春
秋
以
<
に
起
源
を
持
つ
の
に
對
し
︑
吿
天
儀
禮
が
國
家
儀
禮
と
し
て
定
式
�
す
る
の
は
漢
代
以
影
で

あ
っ
た
︒
こ
れ
に
關
聯
し
て
Q
目
す
べ
き
は
︑
儒
學
者
た
ち
が
﹁
儒
敎
國
家
﹂
樹
立
の
中
核
�
な
課
題
と
し
て
取
り
組
ん
だ
郊
祀
制
度
の
確
立

で
あ
る
︒
�
年
め
ざ
ま
し
い
�
展
を
見
せ
る
こ
の
分
野
の
硏
究
に
よ
れ
ば
︑
儒
家
�
な
郊
祀
の
�
入
に
よ
っ
て
︑
始
皇
�
以
來
の
無
制
N
な
絕

對
者
﹁
皇
�
﹂
が
﹁
天
﹂
に
從
屬
す
る
と
い
う
關
係
が
生
ま
れ
た
こ
と
︑
皇
�
の
側
は
そ
れ
に
よ
っ
て
天
以
外
の
者
た
ち
に
對
し
て
絕
對
�
な

上
位
者
と
な
っ
て
い
く
こ
と
な
ど
が
G
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
﹇
目
黑
二
〇
〇
五
︑
渡
邊
二
〇
〇
三
︑
渡
邉
二
〇
〇
九
・
二
〇
一
〇
﹈︒

｢天
と
の
�
信
回
路
﹂
と
し
て
の
戰
時
の
吿
天
儀
禮
が
國
家
レ
ベ
ル
で
切
實
に
F
�
さ
れ
︑
-
・
社
の
吿
禮
と
一
體
�
し
た
手
續
き
に
組
み

D
ま
れ
る
動
き
は
︑
お
そ
ら
く
郊
祀
制
度
改
革
を
R
じ
皇
�
と
天
と
の
關
係
が
G
確
�
さ
れ
て
い
く
過
�
と
聯
動
し
て
�
ん
だ
も
の
と
推
測
さ

れ
る
︒
禮
學
上
の
參
照
基
準
と
さ
れ
た
﹃
禮
記
﹄
王
制
の
出
征
儀
禮
が
定
式
�
さ
れ
る
の
も
︑
こ
れ
と
そ
う
P
わ
ぬ
時
+
と
考
え
る
の
が
 
當

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
の
ち
魏
晉
南
北
�
+
を
R
じ
て
︑
國
家
儀
禮
は
五
禮
の
枠
組
み
に
整
序
さ
れ
て
い
く
﹇
梁
二
〇
〇
九
﹈︒
出
征
儀
禮
が
當
初
吉
禮
の
範

疇
で
括
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
︑
第
一
違
で
は
式


第
と
い
う
い
わ
ば
外
面
�
な
類
似
性
か
ら
說
G
を
し
た
︒
し
か
し
︑﹁
天
子
と
天
・

地
神
・
祖
靈
を
つ
な
ぐ
回
路
﹂
と
い
う
吿
禮
の
機
能
が
G
ら
か
に
な
っ
て
み
れ
ば
︑
出
征
儀
禮
は
そ
の
出
自
か
ら
し
て
︑
な
る
ほ
ど
吉
禮
と
し
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て
出
發
す
る
必
然
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

お

わ

り

に

出
征
時
に
行
わ
れ
る
天
・
-
・
社
の
吿
禮
は
初
め
由
來
を
衣
に
し
て
展
開
し
て
き
た
が
︑
<
漢
後
+
か
ら
後
漢
<
+
の
こ
ろ
︑
儒
家
た
ち
の

國
家
9
想
が


々
に
實
現
さ
れ
て
い
く
過
�
で
一
體
の
も
の
と
し
て
接
合
さ
れ
た
︒
今
日
わ
れ
わ
れ
が
﹃
禮
記
﹄
王
制
に
お
い
て
目
に
す
る
出

征
儀
禮
は
︑
そ
れ
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
起
源
の
衣
な
る
三
つ
の
吿
禮
を
國
家
儀
禮
と
し
て
現
實
�
す
る
に
當
た
っ

て
は
︑
實
際
の

用
を
め
ぐ
る
論
爭
が
し
ば
し
ば
引
き
起
こ
さ
れ
た
︒

と
り
わ
け
爭
點
に
な
っ
た
の
は
︑
凱
旋
吿
天
を
:
め
る
か
否
か
で
あ
っ
た
︒
凱
旋
吿
天
否
:
論
は
﹃
白
虎
R
﹄
に
代
表
さ
れ
る
︒
-
の
場
合

は
父
祖
に
對
す
る
﹁
出
辭
反
面
の
�
﹂
と
し
て
出
入
兩
時
の
吿
禮
を
行
う
の
に
對
し
︑
天
と
の
閒
に
は
出
入
の
區
別
が
存
在
し
な
い
︑
と
い
う

:
識
が
こ
の
;
張
の
根
據
と
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
凱
旋
吿
天
是
:
論
は
︑
劉
宋
+
の
禮
學
論
爭
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
吿
-
に
お
い
て

﹁
出
入
の
禮
を
同
じ
く
せ
よ
﹂
と
す
る
ô
玄
說
を
吿
天
に
も
擴
大
解
釋
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

こ
う
し
た
論
爭
も
あ
り
︑
出
征
儀
禮
の
現
實
�

用
は
必
ず
し
も
﹃
禮
記
﹄
王
制
の
規
定
R
り
に
は
�
ま
な
か
っ
た
︒
兩
漢
魏
晉
さ
ら
に
は

南
�
に
か
け
て
は
凱
旋
吿
天
が
︑
し
か
も
天
子
親
征
で
は
な
い
狀
況
で
實
施
さ
れ
た
記
錄
が
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
對
し
︑
凱
旋
吿

天
否
:
論
に
基
づ
く
﹃
禮
記
﹄
王
制
型
の
出
征
儀
禮
が
安
定
�
に
實
施
さ
れ
て
い
た
の
は
む
し
ろ
北
�
に
お
い
て
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
�
の
貞

觀
禮
・
顯
慶
禮
・
開
元
禮
も
北
魏
・
北
齊
の
制
度
を
繼
[
し
て
組
み
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

出
征
儀
禮
を
め
ぐ
る
如
上
の
考
察
か
ら
a
生
す
る
問
題
と
し
て
︑
戰
爭
の
開
始
・
]
了
が
禮
制
の
手
續
き
で
行
わ
れ
る
こ
と
の
背
景
に
つ
い

て
も
一
定
の
見
R
し
を
示
し
た
︒
戰
時
に
お
け
る
武
力
の
發
動
は
︑
;
將
で
あ
る
君
;
個
人
で
は
な
く
︑
地
神
・
祖
靈
に
よ
っ
て
根
據
を
與
え

ら
れ
て
い
た

(漢
代
以
影
︑
こ
こ
に
天
が
加
わ
る
)
︒
實
際
の
指
揮
を
執
る
君
;
の
正
瓜
性
は
こ
の
﹁
不
敢
自
專
﹂
の
理
念
に
依
據
し
て
い
る
た
め
︑

武
力
發
動
の
根
據
で
あ
る
地
神
・
祖
靈
・
天
と
の
�
信
回
路
︑
す
な
わ
ち
儀
禮
の
手
續
き
が
不
可
缺
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
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本
稿
は
︑﹁
開
元
禮
﹂
を
ひ
と
ま
ず
の
歸
着
點
と
位
置
づ
け
︑
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
出
征
儀
禮
の
歷
�
を
た
ど
っ
て
き
た
︒
し
か
し
も
ち
ろ

ん
︑﹁
開
元
禮
﹂
以
影
に
も
出
征
儀
禮
の
展
開
は
觀
察
で
き
る
︒
す
で
に
�
初
の
段
階
か
ら
︑
]
戰
後
に
お
け
る
�
陵
で
の
凱
旋
儀
禮
と
い
う
︑

禮
學
上
想
定
外
の
事
態
も
起
き
て
い
た(30

)
︒﹁
天
・
-
・
社
﹂
の
枠
組
み
は
な
し
¡
し
に
な
っ
て
い
き
︑﹁
南
郊
・
太
-
・
太
淸
宮

(老
子
-
)
﹂

が
怨
た
な
を
凱
旋
儀
禮
の
セ
ッ
ト
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る(31

)
︒
ま
た
太
-
・
太
社
で
行
わ
れ
て
い
た
俘
馘
・
軍
實
の
陳
列
︑
論
功
行
賞
︑
祝
宴
と

い
っ
た
行
事
が
︑


第
に
長
安
城
內
の
門
樓
や
宮
殿
<
の
よ
う
な
衆
人
£
視
の
公
開
空
閒
で
實
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
﹇
梅
原
一
九
八
六
︑
妹

尾
一
九
八
九
﹈(32

)
︒
王
,
氏
は
︑
こ
う
し
た
﹁
獻
俘
禮
﹂
を
社
稷
や
祖
先
靈
に
吿
す
る
｢對
神
｣�
儀
禮
と
︑
皇
�
本
人
の
軍
事
權
力
を
象
¥
す
る

｢對
人
｣�
儀
禮
に
區
分
し
︑
時
代
と
と
も
に
大
將
出
征
が
增
加
す
る
な
か
︑
｢獻
俘
禮
｣が
皇
�
本
人
に
對
し
て
行
わ
れ
る
ケ
ー
ス
が
增
え
て
い

く
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
﹇
王
二
〇
一
二
﹈︒
本
稿
で
�
っ
た
｢開
元
禮
｣
以
<
の
出
征
儀
禮
は
︑
王
氏
の
分
類
で
は
い
ず
れ
も
｢對
神
｣�
儀
禮

に
屬
す
る
︒
｢開
元
禮
｣
以
<
の
皇
�
が
禮
制
の
手
續
き
に
よ
っ
て
戰
爭
を
T
行
す
る
必
F
が
あ
っ
た
理
由
は
︑
王
氏
の
槪
念
を
借
り
れ
ば
｢對

神
｣�
儀
禮
に
依
據
し
て
い
た
た
め
と
言
い
奄
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
︒
そ
し
て
�
代
後
+
か
ら
宋
代
に
か
け
｢對
人
｣�
儀
禮
の
方
に
重
心
が

移
行
し
て
い
く
と
の
展
5
は
︑
梅
原
郁
・
妹
尾
m
彥
兩
氏
ら
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
｢都
市
の
祝
祭
空
閒
�
｣現
象
と
も
ど
も
︑
宋
代
以
影
の
王
權

を
考
察
す
る
上
で
不
可
缺
な
視
座
に
今
後
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う(33

)
︒

宋
代
以
影
︑
本
稿
で
�
っ
た
天
・
-
・
社
に
對
す
る
吿
禮
は
︑
現
實
の
國
家
儀
禮
の
レ
ベ
ル
で
は
役
割
を
縮
小
さ
せ
て
い
っ
た
も
の
の
︑
經

學
者
の
關
心
は
ひ
き
つ
づ
き
喚
起
し
て
い
た
よ
う
で
︑
各
種
の
經
解
類
に
は
こ
れ
ら
に
對
す
る
考
證
が
數
多
く
p
め
ら
れ
て
い
る
︒
�
後
に
そ

の
な
か
の
代
表
�
な
議
論
と
し
て
元
代
の
經
學
者
・
汪
克
§
の
出
征
儀
禮
理
解
を
紹
介
し
︑
本
稿
の
ま
と
め
と
し
た
い
︒

然
る
に
征
し
て
旣
に
社
に
宜
す
る
に
︑
而
も
印
た
上
�
に
類
し
︑
祖
g
に
E
る
は
︑
何
ぞ
や
︒
蓋
し
生
殺
は
王
者
の
私
す
る
を
得
る
H
に

あ
ら
ざ
る
な
り
︒
上
�
に
類
す
る
は
︑
天
を
奉
じ
て
討
つ
を
G
ら
か
に
す
る
な
り
︒
祖
g
に
E
る
は
︑
命
を
-
に
[
け
︑
敢
て
自
ら
專
ら

に
せ
ざ
る
を
示
す
な
り
︒
(﹃
經
禮
補
逸
﹄
卷
七
・
軍
禮
﹁
宜
禮
﹂)
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太
社
に
加
え
︑
天
・
太
-
に
吿
禮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
を
︑
ま
ず
﹁
生
殺
與
奪
の
權
が
皇
�
個
人
に
は
歸
屬
し
な
い
﹂
と
槪
括
す
る
︒

つ
ま
り
武
力
發
動
の
根
據
は
天
・
-
・
社
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒


に
吿
天
の
理
由
を
｢天
罰
の
代
行
｣︑
吿
-
の
理
由
を
﹁
不
敢
自

專
﹂
と
述
べ
る
︒
吿
-
の
理
由
說
G
は
槪
括
部
分
の
｢生
殺
非
王
者
H
得
私
｣と
內
容
�
に
同
義
反
復
で
あ
る
か
ら
︑
結
局
の
と
こ
ろ
天
の
み
が

｢天
罰
の
代
行
｣
と
い
う
別
個
の
理
由
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
本
稿
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
︑
獨
自
路
線
を
步
ん
で
き
た
天
の
吿
禮
が
︑

漢
代
に
な
っ
て
か
ら
-
・
社
と
同
列
に
配
さ
れ
て
き
た
經
雲
を
反
映
し
た
�
ª
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

�(1
)
こ
こ
で
い
う
武
力
の
﹁
制
度
�
﹂
と
は
M
・
ル
イ
ス
氏
の

﹁
Sanctioned
V
iolence﹂
と
い
う
槪
念
か
ら
着
想
を
得
た
も
の
で

あ
る
︒

(2
)
王
,
二
〇
一
二
は
︑
吿
-
儀
禮
の
式


第
を
復
原
し
て
お
り
︑
參

考
に
な
る
︒

(3
)
吿
禮

(吿
祭
)
に
つ
い
て
は
池
田
末
利
一
九
八
一

(特
に
﹁
吿
祭

考
︱
︱
古
代
中
國
に
お
け
る
季
冬
儀
禮
︱
︱
﹂)
を
參
照
︒

(4
)
『大
�
開
元
禮
﹄
卷
八
三
﹁
皇
�
親
征
吿
於
太
-
﹂

凱
旋
吿
日
︑
陳
俘
馘
於
南
門
外
︑
北
面
西
上
︑
軍
實
陳
於
後
︒

俘
は
捕
虜
︑
馘
は
戰
場
で
討
ち
取
っ
た
敵
兵
の
左
耳
を
切
り
取
り

戰
功
ª
價
の
證
據
物
件
と
し
て
兵
士
本
人
が
持
ち
歸
っ
た
も
の
︑
軍

實
は
戰
闘
で
使
用
し
た
馬
車
や
武
器
な
ど
を
指
す
︒
な
お
太
社
に
お

け
る
歸
^
後
の
吿
禮
は
﹁
開
元
禮
﹂
に
G
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑

﹃
册
府
元
龜
﹄
卷
一
二
・
�
王
部
吿
功
な
ど
か
ら
檢
出
さ
れ
る
實
施

例
よ
り
︑
北
齊
の
制
度
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
と
}
斷
し
た
︒

(5
)
『尙
書
﹄
甘
誓

(
今
�
尙
書
)

大
戰
于
甘
︑
乃
召
六
卿
︒
王
曰
﹁
嗟
六
事
之
人
︑
予
誓
吿
汝
︒

�
扈
氏
︑
威
侮
五
行
︑
怠
棄
三
正
︒
天
用
勦
絕
其
命
︑
今
予
惟

恭
行
天
之
罰
︒
左
不
攻
于
左
︑
汝
不
恭
命
︒
右
不
攻
于
右
︑
汝

不
恭
命
︒
御
非
其
馬
之
正
︑
汝
不
恭
命
︒
用
命
賞
于
祖
(孔
安

國
傳
：
天
子
親
征
︑
必
載
�
-
之
祖
;
行
︒
�
功
則
賞
祖
;
<
︑

示
不
專
)︑
弗
用
命
戮
于
社
(
孔
安
國
傳
：
天
子
親
征
︑
印
載

社
;
︑
謂
之
社
事
︒
不
用
命
奔
北
者
︑
則
戮
之
於
社
;
<
︒
社

;
陰
︑
陰
;
殺
︑
親
祖
嚴
社
之
義
︒)︑
予
則
孥
戮
汝
︒

(6
)
『周
禮
﹄
夏
官
大
司
馬
に
は


の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
︒

若
大
師
︑
則
掌
其
戒
令
︑
涖
大
卜
帥
執
事
︑
涖
釁
;
0
軍
器
︒

-
;
・
社
;
お
よ
び
軍
器
(鼓
・
鐸
の
類
)
に
は
︑
吿
禮
の
際
に

犧
牲
獸
の
血
が
塗
ら
れ
︑
こ
れ
を
神
と
し
て
奉
戴
す
る
と
い
う
︒

(7
)
『
禮
記
﹄
曾
子
問
に
は
︑
-
;
に
關
す
る
三
つ
の
記
事
が
存
在
す

る
︒
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①

曾
子
問
曰
﹁
古
者
師
行
︑
必
以
�
-
;
行
乎
︒﹂
孔
子
曰
﹁
天

子
C
守
︑
以
�
-
;
行
︑
載
于
齊
車
︒
言
必
�
�
也
︒
今
也
取

七
-
之
;
以
行
︑
則
失
之
矣
︒
當
七
-
五
-
︑
無
虛
;
︒
虛
;

者
︑
唯
天
子
¡
︑
諸
侯
薨
︑
與
去
其
國
︑
與
祫
祭
於
祖
︑
爲
無

;
耳
︒
吾
聞
諸
老
聃
曰
︑
天
子
¡
︑
國
君
薨
︑
則
祝
取
羣
-
之

;
而
藏
諸
祖
-
︑
禮
也
︒
卒
哭
成
事
︑
而
后
;
各
反
其
-
︒
君

去
其
國
︑
大
宰
取
羣
-
之
;
以
從
︑
禮
也
︒
祫
祭
於
祖
︑
則
祝

µ
四
-
之
;
︑
;
出
-
入
-
︑
必
蹕
︒
老
聃
云
︒﹂

②

曾
子
問
曰
﹁
古
者
師
行
無
�
;
︑
則
何
;
︒﹂
孔
子
曰
﹁
;

命
︒﹂
問
曰
﹁
何
謂
也
︒﹂
孔
子
曰
﹁
天
子
諸
侯
將
出
︑
必
以
W

帛
皮
圭
︑
吿
于
祖
g
︑
T
奉
以
出
︑
載
于
齊
車
以
行
︒
每
舍
奠

焉
︑
而
后
就
舍
︒
反
必
吿
︒
設
奠
︑
卒
斂
W
玉
︑
藏
諸
兩
階
之

閒
︑
乃
出
︒
蓋
貴
命
也
︒﹂

③

孔
子
曰
﹁
諸
侯
�
天
子
︑
必
吿
于
祖
︑
奠
于
g
︑
冕
而
出
視
�
︒

命
祝
�
吿
于
社
稷
・
宗
-
・
山
川
︑
乃
命
國
家
五
官
而
後
行
︒

�
而
出
︑
吿
者
五
日
而
徧
︑
過
是
非
禮
也
︒
凡
吿
用
牲
W
︒
反

亦
如
之
︒
諸
侯
相
見
︑
必
吿
于
g
︑
�
¸
而
出
視
�
︒
命
祝
�

吿
于
五
-
・
H
過
山
川
︑
亦
命
國
家
五
官
︒
�
而
出
︑
反
必
親

吿
于
祖
g
︑
乃
命
祝
�
︑
吿
至
于
<
H
吿
者
︑
而
后
聽
�
而

入
︒﹂

②
に
よ
る
と
︑﹁
�
-
の
;
﹂
が
な
い
場
合
は
﹁
W
帛
皮
圭
﹂
で

代
用
す
る
と
い
う
︒

(8
)
<
�
(5
)﹃
尙
書
﹄
甘
誓
の
僞
孔
傳
も
︑
-
;
の
奉
戴
を
﹁
示
不

專
﹂
と
し
て
同
樣
の
解
釋
を
し
て
い
る
︒

(9
)
『禮
記
﹄
の
用
例
を
い
く
つ
か
示
す
︒

①

天
子
が
天
に
對
し
て
用
い
る
事
例

(表
記
)

子
曰
﹁
唯
天
子
[
命
于
天
︑
士
[
命
于
君

(
ô
Q
：
言
皆
�

H
[
︑
不
敢
專
也
︒
⁝
⁝
)﹂

②

臣
下
が
;
君
に
對
し
て
用
い
る
事
例

(曲
禮
)

大
夫
私
行
出
疆
必
�
︑
反
必
�
獻
︒
士
私
行
出
疆
必
�
︑
反

必
吿
(ô
Q
：
臣
不
敢
自
專
也
︒
⁝
⁝
)︒

③

分
家
が
本
家
に
對
し
て
用
い
る
場
合

(曲
禮
)

荏
子
不
祭
︒
祭
必
吿
于
宗
子

(ô
Q
：
不
敢
自
專
︒
⁝
⁝
)

(10
)
『白
虎
R
﹄
三
軍
﹁
論
J
將
於
-
﹂
に
は
﹁
制
J
大
將
﹂
の
發
兵

儀
禮
に
つ
い
て


の
よ
う
な
說
G
を
行
っ
て
い
る
︒

天
子
J
將
軍
必
於
-
何
︒
示
不
敢
自
專
也
︒
獨
於
祖
-
何
︒

制
法
度
者
︑
祖
也
︒

諸
制
度
の
根
據
が
祖
先
に
あ
る
こ
と
を
︑
よ
り
直
接
�
に
表
現
し

て
い
る
︒

(11
)
<
�
(5
)
﹃
尙
書
﹄
甘
誓
お
よ
び
<
�
(7
)﹃
禮
記
﹄
曾
子
問

(②
③
)

(12
)
『左
傳
﹄
隱
公
五
年
春

傳
五
年
春
︑
公
將
如
棠
觀
魚
者
︒
臧
僖
伯
諫
曰
﹁
凡
物
不
足
以

K
大
事
︑
其
材
不
足
以
備
器
用
︑
則
君
不
舉
焉
︑
君
將
p
民
於

軌
物
者
也
︒
故
K
事
以
度
軌
量
謂
之
軌
︑
取
材
以
違
物
采
謂
之

物
︒
不
軌
不
物
︑
謂
之
亂
政
︒
亂
政
亟
行
︑
H
以
敗
也
︒
故
春

蒐
︑
夏
苗
︑
秋
獮
︑
冬
狩
︑
皆
於
農
隙
以
K
事
也
︒
三
年
而
治

兵
︑
入
而
振
旅
︑
歸
而
飮
至
︑
以
數
軍
實
︑
昭
�
違
︑
G
貴
賤
︑

辨
等
列
︑
順
少
長
︑
¹
威
儀
也
︒
鳥
獸
之
肉
︑
不
登
於
俎
︒
皮

革
・
齒
牙
・
骨
角
・
毛
羽
︑
不
登
於
器
︒
則
公
不
射
︑
古
之
制
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也
︒
若
夫
山
林
川
澤
之
實
︑
器
用
之
»
︑
皁
隸
之
事
︑
官
司
之

守
︑
非
君
H
0
也
︒﹂
公
曰
﹁
吾
將
略
地
焉
︒﹂
T
¼
陳
魚
而
觀

之
︒
僖
伯
稱
疾
不
從
︑
書
曰
﹁
公
矢
魚
于
棠
︑
非
禮
也
︒
且
言

j
地
也
︒

(13
)
『大
�
開
元
禮
﹄
卷
八
五
﹁
皇
�
田
狩
﹂

諸
得
禽
者
︑
獻
於
旗
下
︑
致
其
左
耳
︒
大
獸
公
之
︑
小
獸
私
之
︒

其
上
者
以
供
宗
-
︑


者
以
供
賓
客
︑
下
者
以
閏
庖
廚
︒
乃
命

�
司
饁
獸
於
四
郊
︑
以
獸
吿
至
於
-
社
︒

『周
禮
﹄
夏
官
大
司
馬
﹁
中
冬
大
閱
﹂

大
獸
公
之
︑
小
禽
私
之
︒
獲
者
取
左
耳
︑
0
H
¿
︑
鼓
皆
駴
︑

車
徒
皆
譟
︒
徒
乃
¿
︑
致
禽
饁
獸
于
郊
︑
入
獻
禽
以
享
烝

(ô

Q
：﹁
徒
乃
¿
︒﹂
徒
止
也
︒
冬
田
;
用
衆
物
多
衆
得
取
也
︒

﹁
致
禽
饁
獸
于
郊
﹂︑
聚
H
獲
禽
︑
因
以
祭
四
方
神
於
郊
︒
z
令

季
秋
﹁
天
子
旣
田
︑
命
;
祠
祭
禽
四
方
﹂︑
是
也
︒
入
印
以
禽

祭
宗
-
⁝
⁝
)

ま
た
︑﹃
禮
記
﹄
王
制
の
出
征
規
定
の
直
後
に
は


の
よ
う
な
記

事
が
あ
る
︒

天
子
諸
侯
無
事
︑
則
歲
三
田
︒
一
爲
乾
豆
︑
二
爲
賓
客
︑
三
爲

閏
君
之
庖
︒

つ
ま
り
﹁
戰
時
の
出
征
﹂﹁
.
時
の
田
獵
﹂
と
い
う
.
行
關
係
が
︑

こ
こ
か
ら
讀
み
取
れ
る
︒
M
・
ル
イ
ス
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
戰
爭

と
狩
獵
は
︑
具
體
�
な
戰
闘
／
狩
獵
行
動
お
よ
び
先
祖
と
の
獲
得
物

の
共
�
の
兩
面
で
類
比
し
う
る
點
が
多
く
︑
戰
爭
の
本
質
を
考
え
る

上
で
も
數
多
く
の
示
唆
を
得
ら
れ
る
︹
Lew
is1990︺︒

(14
)
『尙
書
﹄
大
禹
謨

(僞
古
�
)

�
(=

舜
)
曰
﹁
咨
禹
︑
惟
時
�
苗
弗
À
︒
汝
徂
征
﹂
禹
乃
會

羣
后
︑
誓
于
師
曰
﹁
⁝
⁝
蠢
茲
�
苗
︑
昏
Á
不
恭
︑
侮
慢
自
賢
︑

反
�
敗
德
︑
君
子
在
野
︑
小
人
在
位
︑
民
棄
不
保
︑
天
影
之
咎
︑

肆
予
以
爾
眾
士
︑
奉
辭
罰
罪
︑
爾
尙
一
乃
心
力
︑
其
克
�
勳
︒﹂

『尙
書
﹄
湯
誓

(
今
�
)

王
曰
﹁
⁝
⁝
�
夏
多
罪
︒
天
命
殛
之
︒
⁝
⁝
予
惟
聞
汝
衆
言
︑

夏
氏
�
罪
︒
予
畏
上
�
︒
不
敢
不
正
︒
⁝
⁝
夏
德
若
茲
︑
今
Ã

必
¼
︒
爾
尙
輔
予
一
人
︒
致
天
之
罰
︒
⁝
⁝
﹂

『尙
書
﹄
湯
誥

(
僞
古
�
)

敢
用
玄
牡
︑
敢
昭
吿
于
上
天
神
后
︒
�
罪
�
夏
︑
聿
求
元
�
︑

與
之
戮
力
︑
以
與
爾
�
衆
�
命
︒

『尙
書
﹄
泰
誓
上

(僞
古
�
)

予
小
子
︑
夙
夜
祗
懼
︑
[
命
�
考
︑
類
于
上
�
︑
宜
于
冢
土
︑

以
爾
�
衆
︑
厎
天
之
罰
︒

『尙
書
﹄
泰
誓
下

(
僞
古
�
)

時
厥
G
︑
王
乃
大
C
六
師
︑
G
誓
衆
士
︒
王
曰
﹁
⁝
⁝
上
�
弗

順
︑
祝
影

時
喪
︒
爾
其
孜
孜
︑
奉
予
一
人
︑
恭
行
天
罰
︒

⁝
⁝
﹂

『尙
書
﹄
牧
誓

(今
�
)

王
曰
﹁
⁝
⁝
今
予
發
︑
惟
恭
行
天
之
罰
︒﹂

『尙
書
﹄
武
成
(
僞
古
�
)

予
小
子
其
承
厥
志
︑
厎
商
之
罪
︑
吿
于
皇
天
后
土
︑
H
過
名
山

大
川
︒
曰
﹁
惟
�
�
曾
孫
周
王
發
︑
將
�
大
正
于
商
︒
⁝
⁝
予

小
子
︑
旣
獲
仁
人
︑
敢
祗
承
上
�
︑
以
遏
亂
略
︒
⁝
⁝
﹂

『尙
書
﹄
多
士

(
今
�
)

― 52 ―

418



惟
三
z
︑
周
公
初
于
怨
邑
洛
︑
用
吿
商
王
士
︒
王
若
曰
﹁
爾
殷

1
多
士
︑
弗
弔
旻
天
︑
大
影
喪
于
殷
︒
我
�
周
佑
命
︒
將
天
G

威
︒
致
王
罰
︒
敕
殷
命
]
于
�
︒
⁝
⁝
﹂

(15
)
<
�
(14
)の
﹃
尙
書
﹄
諸
s
の
な
か
で
︑
具
體
�
な
吿
天
儀
禮
が

記
さ
れ
る
の
は
湯
誥
・
泰
誓
上
・
武
成
の
み
で
あ
る

(二
重
線
部

分
)︒

(16
)
蕭
梁
・
劉
勰
é
﹃
�
心
雕
龍
﹄
檄
移
第
二
十
に
は


の
よ
う
な
記

載
が
あ
る
︒

夫
兵
以
定
亂
︑
莫
敢
自
專
︑
天
子
親
戎
︑
則
稱
恭
行
天
罰
︒
諸

侯
御
師
︑
則
云
肅
將
王
誅
︒
故
分
閫
推
轂
︑
奉
辭
伐
罪
︑
非
唯

致
果
爲
毅
︑
亦
且
厲
辭
爲
武
︒

本
書
は
�
學
論
の
書
で
あ
っ
て
制
度
�
�
料
で
は
な
い
が
︑
天
子

親
征
は
﹁
恭
し
く
天
罰
を
行
う
﹂︑
諸
侯
出
征

(制
J
大
將
)
は

﹁
肅
と
し
て
王
誅
を
將

お
こ
な

う
﹂
と
さ
れ
て
お
り
︑
胤
征
と
同
じ
9
E
が

南
�
+
に
お
い
て
も
:
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

(17
)
以
上
の
分
析
よ
り
︑
自
軍
に
對
す
る
強
制
力
の
發
動
が
-
・
社
に

よ
っ
て
正
當
�
さ
れ
︑
敵
軍
に
對
す
る
武
力
の
發
動
が
天
に
よ
っ
て

根
據
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
讀
み
取
る
こ
と
は
可

能
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
當
事
者
た
ち
は
武
力
の
矛
先
を
自
覺
�
に
自

軍
／
敵
軍
に
分
Å
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
し
︑
-
・
社
と
天
の
關

係
を
﹁
<
者=

對
自
軍
﹂﹁
後
者=

對
敵
軍
﹂
の
よ
う
な
﹁
役
割
分

擔
﹂
と
し
て
同
一
土
俵
上
で
槪
念
整
理
し
て
い
た
形
跡
も
な
い
︒
こ

の
點
は
︑﹃
尙
書
﹄
諸
s
か
ら
後
述
す
る
﹃
禮
記
﹄
王
制
・﹁
開
元

禮
﹂
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
お
り
︑
圖
式
�
理
解
に
は
愼
重
を
+
す

必
F
が
あ
る
︒

(18
)
『尙
書
﹄
泰
誓
上
に
つ
い
て
は
<
�
(
14
)を
參
照
︒﹃
司
馬
法
﹄
仁

本
s
に
つ
い
て
は
以
下
の
R
り
︒

其


賢
王
︑
制
禮
樂
法
度
︑
乃
作
五
𠛬
︑
興
甲
兵
︑
以
討
不
義
︑

C
狩
省
方
︑
會
諸
侯
考
不
同
︒
其
�
失
命
亂
常
背
德
︑
Æ
天
之

時
︑
而
危
�
功
之
君
︑
徧
吿
于
諸
侯
︒
頴
G
�
罪
︑
乃
吿
于
皇

天
上
�
︑
日
z
星
辰
︑
禱
于
后
土
︑
四
海
神
ü
︑
山
川
冢
社
︑

乃
E
于
先
王
︒
⁝
⁝

(19
)
②
の
駅

(
孔
穎
m
﹃
禮
記
正
義
﹄)
は
︑


の
よ
う
に
說
G
す
る
︒

｢天
子
﹂
至
乎
﹁
g
此
﹂
○
一
經
論
天
子
C
守
之
禮
也
︒
⁝
⁝

(
中
略
)
⁝
⁝
﹁
諸
侯
將
出
﹂
者
︑
謂
�
王
0
自
相
�
︑
Ç
會
︑

征
伐
之
事
也
︒

こ
の
一
Å
に
お
け
る
天
子
・
諸
侯
の
﹁
出
﹂
は
︑
<
者
の
場
合
は

C
狩
︑
後
者
の
場
合
は
入
�
︑
諸
侯
ど
う
し
の
會
見
︑
會
Ç
︑
そ
し

て
出
征
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
諸
侯
の
出
征
儀
禮
は

こ
こ
に
組
み
D
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
︑
表
5
﹁
諸

侯
﹂
の
欄
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
作
成
し
て
い
る
︒

(20
)
な
お
﹁
武
王
克
殷
﹂
關
聯
�
料
に
は
﹁
凱
旋
吿
天
﹂
の
存
在
が
︑

複
數
の
�
料
に
記
錄
さ
れ
て
い
る
︒
後
世
︑
凱
旋
吿
天
を
是
:
す
る

議
論
の
な
か
で
こ
れ
ら
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
︑
禮

學
上
の
議
論
に
は
影
_
な
か
っ
た
か
の
如
く
で
あ
る
が
︑
一
應
以
下

に
列
擧
し
て
お
く
︒

・
﹃
尙
書
﹄
武
成
(
僞
古
�
)

惟
一
z
壬
辰
︑
旁
死
魄
︒
越
É
日
癸
已
︑
王
�
步
自
周
︑
于
征

伐
商
︒
厥
四
z
哉
生
G
︑
王
來
自
商
︑
至
于
豐
︑
乃
偃
武
修
�
︑

歸
馬
于
華
山
之
陽
︑
放
牛
于
桃
林
之
野
︑
示
天
下
弗
¸
︒
丁
未
︑
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祀
于
周
-
︑
邦
甸
・
侯
・
衞
︑
駿
奔
走
︑
執
豆
籩
︒
越
三
日
庚

戌
︑
柴
5
大
吿
武
成
︒

(僞
孔
傳
：
燔
柴
郊
天
︑
5
祀
山
川
︒

先
祖
後
郊
︑
自
�
始
)︒

・﹃
禮
記
﹄
大
傳

牧
之
野
︑
武
王
之
大
事
也
︒
旣
事
而
Ê
︑
柴
於
上
�
︑
祈
於
社
︑

設
奠
於
牧
室

(ô
Q
：
柴
祈
奠
吿
天
地
0
先
祖
也
︒
⁝
⁝
)
T

À
天
下
諸
侯
︑
執
豆
籩
︑
逡
奔
走
︑
Ì
王
大
王
亶
父
︑
王
季
歷
︑

�
王
昌
︑
不
以
卑
臨
�
也
︒

・﹃
漢
書
﹄
律
曆
志
下

故
武
成
s
曰
﹁
惟
四
z
旣
旁
生
霸
︑
粵
六
日
庚
戌
︑
武
王
燎
于

周
-
︒
Î
日
辛
亥
︑
祀
于
天
位
︒
粵
五
日
乙
卯
︑
乃
以
庶
國
祀

馘
于
周
-
︒﹂

｢武
王
克
殷
﹂
關
聯
�
料
に
お
い
て
︑
凱
旋
後
に
お
け
る
吿
-
・

吿
天
の
實
施
が
記
錄
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
︑﹃
大
學
衍
義
補
﹄

卷
一
三
二
・
出
師
之
律
に


の
よ
う
な
解
釋
が
示
さ
れ
て
い
る
︒

此
武
功
成
吿
祖
0
天
之
禮
︒
先
祖
後
郊
者
︑
ô
氏
謂
﹁
其
自
�

始
﹂︑
蔡
氏
以
爲
﹁
由
親
而
�
﹂︒
竊
以
謂
︑
武
王
伐
商
︑
[
命

于
�
考
︑
0
其
成
功
也
︑
先
吿
焉
︒
因
吿
�
考
︑
T
0
七
世
之

-
︑
故
印
三
日
︑
然
後
以
H
以
成
�
考
之
志
者
吿
天
焉
︒
蓋
武

王
成
�
考
之
志
︑
而
�
考
印
H
以
成
天
之
志
也
︒
豈
以
j
�
爲

先
後
哉
︒

こ
こ
で
は
吿
禮
實
施
順
序
の
解
釋
が
;
F
な
論
點
に
な
っ
て
い
る
︒

本
稿
の
趣
旨
と
の
關
聯
で
言
え
ば
︑
殷
に
對
す
る
武
力
發
動
の
根
據

が
︑
直
接
�
に
は
�
王
の
1
命

(
�
考
之
志
)
に
歸
せ
ら
れ
て
い
る

が
︑
そ
の
�
王
の
1
命
は
天
命

(天
之
志
)
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ

て
い
る
︒
天
の
�
思
を
祖
靈
の
�
思
の
�
長
線
上
で
理
解
す
る
解
釋

と
し
て
こ
こ
に
Q
記
し
て
お
き
た
い
︒

(21
)
漢
代
末
+
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
﹃
孔
叢
子
﹄
問
軍
禮
s
に
も
︑

非
常
に
詳
細
な
出
征
儀
禮
が
記
さ
れ
て
い
る

(表
6
參
照
)︒﹁
發
兵

時
に
天
・
-
・
社
の
吿
禮
を
行
い
︑
歸
^
時
に
-
・
社
の
吿
禮
を
行

う
﹂
點
で
は
︑
﹃
禮
記
﹄
王
制
と
基
本
9
E
を
同
じ
く
し
て
い
る
︒

た
だ
︑
戰
地
で
の
儀
禮
を
詳
細
に
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
¥
で
︑

開
戰
<
の
上
�
へ
の
﹁
祈
克
﹂
や
q
利
直
後
の
上
�
・
社
・
祖
へ
の

﹁
吿
克
﹂
な
ど
は
他
に
見
ら
れ
な
い
記
載
で
あ
る
︒
た
だ
僞
作
說
が

取
り
ざ
た
さ
れ
る
な
ど
︑
�
料
�
に
も
思
想
�
に
も
位
置
づ
け
が
難

し
い
�
獻
で
あ
り
︑
か
つ
同
書
の
出
征
儀
禮
を
裏
づ
け
る
實
例
も
見

い
だ
せ
な
い
こ
と
か
ら
︑
こ
こ
に
Q
記
す
る
に
留
め
て
お
く
︒

(
22
)
發
兵
時
／
凱
旋
時
に
公
布
さ
れ
る
詔
に
お
い
て
︑
天
と
祖
靈
に
よ

る
後
Ï
へ
の
+
待
／
感
謝
が
表
G
さ
れ
る
事
例
は
そ
の
後
も
散
見
す

る
︒

・
今
I
效
尤
︑
天
人
H
怨
︑
奉
時
宜
Ð
︑
庶
憑
炎
精
・
祖
宗
威
靈
相

助
之
福
︑
H
向
必
克
︒
(﹃
三
國
志
﹄
卷
二
三
・
蜀
後
;
紀
・
円
興

五
年
春
條
・
裴
Q
H
引
﹃
諸
*
亮
集
﹄
︒
な
お
こ
こ
で
は
昊
天
上

�
で
は
な
く
蜀
の
五
天
�
で
あ
る
炎
精
＝
赤
�
赤
熛
怒
の
名
が
擧

げ
ら
れ
て
い
る
)

・
⁝
⁝
陳
叔
寶
因
藉
僞
基
︑
昏
狂
縱
詠
︑
下
人
涂
炭
︑
Ô
吿
於
我
︒

故
命
將
出
師
︑
救
彼
危
厄
︒
賴
蒼
昊
影
福
︑
宗
-
神
靈
︑
將
軍


百
q
之
謀
︑
戰
士
出
萬
死
之
志
⁝
⁝

(﹃
�
館
詞
林
﹄
卷
六
六

九
・
李
德
林
﹁
隋
�
�
.
陳
大
赦
詔
﹂)

(23
)
『
太
.
御
覽
﹄
卷
三
〇
六
・
出
師
H
引
の
西
晉
・
摯
Ö
é
﹃
決
疑

― 54 ―

420



F
Q
﹄
に
は


の
記
載
が
あ
り
︑
-
;
・
社
;
の
帶
同
が
形
骸
�
し

て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

古
者
︑
�
王
出
征
︑
以
齊
車
載
�
-
之
;
0
社
;
以
行
︒
故
尙

書
甘
誓
曰
﹁
用
命
賞
于
祖
︑
不
用
命
戮
于
社
﹂︒
秦
漢
0
魏
︑

行
不
載
;
也
︒

(24
)
『
宋
書
﹄
卷
一
六
・
禮
志
三

�
�
元
嘉
三
年
︑
車
駕
西
征
謝
晦
︑
W
吿
二
郊
︒
孝
武
�
孝
円

元
年
六
z
癸
巳
︑
八
座
奏
﹁
劉
義
宣
・
臧
質
︑
干
時
犯
順
︑
滔

天
作
戾
︑
連
結
淮
岱
︑
謀
危
宗
社
︒
質
反
之
始
︑
戒
嚴
之
日
︑

二
郊
-
社
︑
皆
已
Ø
陳
︒
其
義
宣
爲
Æ
︑
未
經
同
吿
︒
輿
駕
將

發
︑
醜
徒
冰
Ù
︑
質
旣
梟
懸
︑
義
宣
禽
獲
︑
二
寇
俱
殄
︑
竝
宜

昭
吿
︒
檢
元
嘉
三
年
討
謝
晦
之
始
︑
�
吿
二
郊
・
太
-
︒
I
旣

.
蕩
︑
唯
吿
太
-
・
太
社
︑
不
吿
二
郊
︒﹂

(25
)
<
�
(7
)
﹃
禮
記
﹄
曾
子
問
③
に
附
さ
れ
た
ô
玄
Q
に


の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

反
必
親
吿
祖
g
︑
同
出
入
禮
︒

(26
)
『
宋
書
﹄
卷
一
六
・
禮
志
三
︒

(27
)
な
お
﹃
魏
書
﹄
卷
四
上
・
世
祖
紀
・
始
光
四
年
條
に
は


の
よ
う

な
記
載
が
あ
る
︒

是
z
(=

四
z
)
︑
治
兵
K
武
︑
⁝
⁝
五
z
︑
車
駕
西
討
赫
連

昌
︒
辛
巳
︑
濟
君
子
津
︒
三
城
胡
K
鵲
子
相
À
內
附
︒
�


拔

Û
山
︑
築
城
︑
舍
輜
重
︑
以
輕
騎
三
萬
先
行
︒
戊
戌
︑
至
于
黑

水
︑
�
親
祈
天
︑
吿
祖
宗
之
靈
而
誓
衆
焉
︒

こ
こ
で
は
戰
地

(黑
水
)
到
着
後
︑
戰
闘
開
始
<
の
段
階
に
お
い

て
﹁
祈
天
﹂
と
﹁
吿
祖
宗
之
靈
﹂
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
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表 6 『孔叢子』の出征儀禮 (皇�親征の場合)

發
兵

① 郊、太社、太-、�學の祭祀
② -;・社;を齋車に載せ出征

戰
場

③ R過した山川に祭吿
④ ｢定誓命戰」→上�に戰q祈願

開戰→q利
⑤ 戰場で禡祭、上�・社・祖に戰q報吿 (敗北なら「不吿」)
⑥ �功者の襃賞 (祖奠之<)、P反者の處罰 (社;之<)
⑦ ③で祭吿した山川に戰q報吿

歸
^

⑧ 祖gの吿禮+-;・社;o^→�學の祭祀
⑨ 祖-にて「飮至策勳」



(28
)
た
だ
し
隋
代
に
は
︑﹁
凱
旋
吿
天
﹂
の
存
在
を
Ü
示
す
る


の
よ

う
な
�
料
も
あ
る
︒

隋
制
︑
⁝
⁝
親
征
0
C
狩
︑
則
類
上
�
・
宜
社
・
E
-
︒
^
禮

亦
如
之
︒
(﹃
隋
書
﹄
卷
八
・
禮
儀
志
三
)

(29
)
『漢
書
﹄
𠛬
法
志
が
軍
事
關
係
の
記
事
を
多
く
�
錄
し
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
︑
班
固
の
思
想
�
背
景
を
探
っ
た
硏
究
と
し
て
關
口
一

九
七
八
が
あ
る
︒

(30
)
『�
會
F
﹄
卷
一
四
・
獻
俘

顯
慶
三
年
十
一
z
︑
蘇
定
方
俘
賀
魯
到
京
師
︒
上
謂
侍
臣
曰

﹁
賀
魯
背
恩
︑
今
欲
先
獻
俘
于
昭
陵
︒
可
乎
︒﹂
許
敬
宗
對
曰

﹁
古
者
出
師
凱
^
︑
則
飮
至
策
勳
于
-
︒
若
諸
侯
以
王
命
討
不

庭
︑
亦
獻
俘
于
天
子
︒
�
代
將
軍
征
伐
克
捷
︑
亦
用
斯
禮
︒
未

聞
獻
俘
于
陵
H
也
︒
伏
以
園
陵
嚴
敬
︑
義
同
淸
-
︒
陛
下
孝
思

H
發
︑
在
禮
無
P
亦
可
行
也
︒﹂
十
五
日
︑
^
獻
于
昭
陵
︒
十

七
日
︑
吿
于
太
-
︒
皇
�
臨
軒
︑
大
會
�
武
百
寮
・
夷
狄
君
長
︒

蘇
定
方
戎
¸
︑
操
賀
魯
獻
于
樂
懸
之
北
︒
上
責
之
︑
不
能
對
︒

攝
𠛬
部
尙
書
長
孫
沖
跪
于
階
下
奏
曰
﹁
伊
麗
�
獻
俘
賀
魯
︑
�

付
H
司
︒﹂
大
理
官
屬
[
之
以
出
︒
詔
免
其
死
︒

(31
)
皇
�
祭
祀
と
し
て
︑
�
代
中
+
以
影
こ
れ
ら
﹁
三
點
セ
ッ
ト
﹂
が

定
着
し
て
い
く
過
�
に
つ
い
て
は
金
子
修
一
氏
の
硏
究

(
金
子
二
〇

〇
六
)
を
參
照
︒

(32
)
『册
府
元
r
﹄
卷
一
二
・
�
王
部
吿
功
︑
同
書
卷
四
三
四
～
四
三

五
將
帥
部
獻
捷
等
に
は
こ
れ
ら
の
實
例
が
多
數
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
︑

經
年
變
�
を
槪
觀
す
る
の
に
`
利
で
あ
る
︒

(33
)
な
お
北
宋
+
に
は
﹁
凱
旋
吿
天
﹂
が
制
度
�
さ
れ
て
い
る
︒

宋
制
⁝
⁝
他
大
事
︑
卽
位
・
改
元
・
ß
御
名
・
上
�
號
・
�
太

后
・
立
皇
后
太
子
・
皇
子
生
・
籍
田
・
親
征
・
p
影
・
獻
俘
・

�
陵
・
肆
赦
・
河
.
0
大
喪
・
上
謚
・
山
陵
・
園
陵
・
祔
-
・

奉
�
神
;
︑
皆
J
官
奏
吿
天
地
・
宗
-
・
社
稷
・
諸
陵
・
嶽

瀆
・
山
川
・
宮
觀
︑
在
京
十
里
內
神
祠
︒
(﹃
宋
�
﹄
卷
一
〇

二
・
禮
志
五
・
吉
禮
・
奏
吿
)

た
だ
し
︑
北
宋
末
+
の
儀
禮
書
﹃
政
和
五
禮
怨
儀
﹄
(卷
一
五
八
)

は
﹁
E
-
﹂
の
項
に
﹁
若
凱
旋
祭
吿
︑
惟
陳
俘
馘
0
軍
實
於
南
門
之

外
︑
北
面
東
上
⁝
⁝
﹂
︑﹁
宜
社
﹂
の
項
に
﹁
若
凱
旋
祭
吿
︑
惟
陳
俘

馘
0
軍
實
於
北
門
之
外
︑
南
面
西
上
⁝
⁝
﹂
と
し
て
︑
太
-
・
太
社

の
凱
旋
儀
禮
を
揭
載
す
る
が
︑
吿
天
儀
禮
は
組
み
D
ま
れ
て
い
な
い
︒

ま
た
﹁
皇
�
親
征
﹂
を
定
め
ず
︑﹁
命
將
出
征
﹂
の
み
立
項
さ
れ
る

點
も
特
色
で
あ
る
︒

參
考
�
獻

【日
�
︼

池
田
末
利

一
九
八
一

『中
國
古
代
宗
敎
�
硏
究
﹄
東
海
大
學
出
版
社

宇
都
木
違

二
〇
一
一

｢﹃
社
に
勠
す
﹄
こ
と
に
つ
い
て
﹂﹃
宇
都
木
違
著
作
集
一

中
國
古
代
の
貴
族
社
會
と
�
�
﹄
H
收
︑
名
著
刊
行
會

(初
出
は
一
九
六
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〇
)

梅
原

郁

一
九
八
六

｢皇
�
・
祭
祀
・
國
都
﹂
中
村
賢
二
郞
O
﹃
歷
�
の
な
か
の
都
市
﹄
H
收
︑
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
ã

江
川
式
部

二
〇
〇
六

｢�
�
祭
祀
に
お
け
る
三
獻
﹂
駿
臺
�
學
一
二
九

王

,

二
〇
一
二

｢�
代
軍
禮
に
お
け
る
﹃
獻
俘
禮
﹄
の
基
本
9
E
﹂
�
觀
一
六
七

加
賀
榮
治

一
九
六
四

『中
國
古
典
解
釋
�

魏
晉
s
﹄
勁
草
書
ã

金
子
修
一

二
〇
〇
六

『中
國
古
代
皇
�
祭
祀
の
硏
究
﹄
岩
波
書
店

久
富
木
成
大

一
九
七
二

｢春
秋
時
代
に
お
け
る
法
お
よ
び
法
思
想
の
展
開
﹂
日
本
中
國
學
會
報
二
四

妹
尾
m
彥

一
九
八
九

｢長
安
の
盛
り
場

(中
)﹂
�
液
三
〇

關
口

順

一
九
七
八

｢﹃
漢
書
﹄
𠛬
法
志
論
兵
部
分
の
思
想
�
�
考
察
﹂
埼
玉
大
學
紀
F
一
四

高
木
智
見

一
九
八
六

｢春
秋
時
代
の
軍
禮
に
つ
い
て
﹂
名
古
屋
大
學
東
洋
�
硏
究
報
吿
一
一

野
閒
�
�

二
〇
〇
九

｢五
經
正
義
の
禮
記
ª
價

讀
五
經
正
義
札
記

(十
一
)﹂
東
洋
古
典
學
硏
究
二
七

增
淵
龍
夫

一
九
七
〇

｢春
秋
戰
國
時
代
の
社
會
と
國
家
﹂﹃
岩
波
K
座
世
界
歷
�
四

東
ア
ジ
ア
世
界
の
形
成
Ⅰ
﹄
H
收
︑
岩
波
書
店

丸
橋
閏
拓

二
〇
〇
五

｢�
宋
變
革
+
の
軍
禮
と
秩
序
﹂
東
洋
�
硏
究
六
四
-三

二
〇
一
一

｢魏
晉
南
北
�
隋
�
時
代
に
お
け
る
﹃
軍
禮
﹄
確
立
過
�
の
槪
觀
﹂
島
根
大
學
法
�
學
部
社
會
�
�
論
集
七

宮
宅

å

二
〇
一
〇

｢中
國
古
代
軍
事
�
硏
究
の
現
狀
﹂
(國
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹃
中
國
古
代
軍
事
制
度
硏
究
の
課
題
と
展
5
﹄
(科
學
硏
究
費
補
助
金
・
同

名
課
題
の
中
閒
報
吿
書
)

目
黑
杏
子

二
〇
〇
五

｢漢
代
國
家
祭
祀
制
度
硏
究
の
現
狀
と
課
題

皇
�
權
力
と
宇
宙
論
か
ら
﹂
中
國
�
學
一
五

籾
山

G

一
九
八
〇

｢法
家
以
<

春
秋
+
に
お
け
る
𠛬
と
秩
序
﹂
東
洋
�
硏
究
三
九
-
二

守
屋
美
都
雄

一
九
六
九

｢社
の
硏
究
﹂﹃
中
國
古
代
の
家
族
と
國
家
﹄
H
收
︑
東
洋
�
硏
究
會

湯
淺
邦
弘

二
〇
〇
九

『戰
い
の
神
﹄
硏
�
出
版

渡
邊
信
一
郞

二
〇
〇
三

｢古
代
中
國
の
王
權
と
郊
祀
︱
︱
南
郊
祭
天
儀
禮
を
中
心
に
﹂﹃
中
國
古
代
の
王
權
と
天
下
秩
序
﹄
H
收
︑
校
倉
書
ã

渡
邉
義
浩

二
〇
〇
九

『西
晉
﹁
儒
敎
國
家
﹂
と
貴
族
制
﹄
汲
古
書
院

二
〇
一
〇

『後
漢
に
お
け
る
﹁
儒
敎
國
家
﹂
の
成
立
﹄
汲
古
書
院
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【中
�
︼

陳

戍
國

一
九
九
三

『秦
漢
禮
制
硏
究
﹄
湖
南
敎
育
出
版
社

一
九
九
五

『中
國
禮
制
�
・
魏
晉
南
北
�
卷
﹄
湖
南
敎
育
出
版
社

一
九
九
八

『中
國
禮
制
�
・
隋
�
五
代
卷
﹄
湖
南
敎
育
出
版
社

陳

寅
恪

一
九
四
四

『隋
�
制
度
淵
源
略
論
考
﹄
社
會
科
學
院
歷
�
語
言
硏
究
H
專
刊

梁

滿
倉

二
〇
〇
九

『魏
晉
南
北
�
五
禮
制
度
考
論
﹄
社
會
科
學
�
獻
出
版
社

【歐
�
︼

G
raff,D
.A
.

2009
“N
arrative
M
aneuvers
:T
he
R
epresentation
ofB
attle
in
T
ang
H
istoricalW
riting”,D
iC
osm
o
ed.M
ilitary
C
ulture

in
Im
perial
C
hina,H
arverd
U
.P.

Lew
is,M
.E
.

1990
Sanctioned
V
iolence
in
E
arly
C
hina,State
U
niversity
of
N
ew
Y
ork
Press

2009
“T
he
just
w
ar
in
early
C
hina”,T
.B
rekke
ed.T
he
E
thics
of
W
ar
in
A
sian
C
ivilizations,R
outledge

W
echsler,H
.J.
1985
O
fferings
of
Jade
and
Silk,Y
ale
U
niversity
Press

〔附
記
︺
本
稿
は
二
〇
一
三
年
度
科
學
硏
究
費
補
助
金

(基
盤
硏
究
B
﹁
中
國
古
代
の
軍
事
と
民
族
︱
│
多
民
族
社
會
の
軍
事
瓜
治
︱
│
﹂)
に
よ
る
硏
究
成
果

の
一
部
で
あ
る
︒
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revival of the regime of Yao and Shun, and scholar officials must not exceed their

authorities and should act as subordinates, obeying laws enacted by the Son of

Heaven.

WARFARE AND CEREMONIALS IN ANCIENT CHINA

MARUHASHI Mitsuhiro

The Da Tang Kai-yuan Li 大!開元禮, compiled in the eighth century in China,

is a corpus of ancient rituals of state, into which military rituals were incorporated.

We can divide the military rituals into two categories. One type is composed of

rituals performed in wartime, and the other is training rituals conducted in

peacetime. I would like to focus on the former in this paper.

The Kai-yuan Li prescribed that at the beginning and the end of warfare, a

series of ceremonials were to be carried out at the Ancestral Temple 太O and the

Altar of Earth 太社, where the commander would announce his departure and

return to the spirits of the previous rulers and the gods of localities. In addition,

when the emperor was personally leading troops in battle, he would offer the

sacrifice to Heaven at the Round Altar 圜丘 in the suburban area of the capital.

It had been common practice to carry out the ceremonials at the Ancestral

Temple and the Altar of Earth from prior to the Han period. In contrast, it was

during the latter half of the Former-Han period that the sacrifice to the Heaven was

united with these two ceremonials by Confucian scholars, who had just assumed

power and established their ritualism. We can see the extent of their theoretical

achievements in the Li ji.
However, officials and scholars often disputed how to put the theory into

practice and organize the rites of state. The main issue was whether the sacrifice

to Heaven should be carried out after victorious troops returned to the capital.

According to the pertinent passage of the Li ji, Confucian Ritualism prescribed that

the sacrifice be held only on the occasion of marching off to war. But the sacrifice

after warfare was, in fact, frequently performed in the Han, Wei, Jin, and the

Southern Dynasties. On the other hand, it was in the Northern Dynasties that the

ritual theory, which did not refer to the postwar sacrifice, was faithfully observed.

The afore-mentioned Tang ritual followed the tradition of those of the Northern

Dynasties, especially that of the Bei-Qi.
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In addition to the above considerations, I analyzed the reason why war would

be started and ended through ritual procedures rather than those of law, even

though the warfare was closely related to legitimate violence. The right of

command in the battlefield was not vested in the ruler himself. Military force was

to be authorized by the spirits of the previous rulers, the gods of the localities, and

Heaven. Therefore, the reigning ruler needed to perform the rituals in order to

confirm and emphasize his direct ties with those supernatural forces.

CHANGES IN POLITICAL SPACE DURING THE NORTHERN AND

SOUTHERN SONG DYNASTIES, USING THE YINGZHAOFENGSHI

應詔封事 OF WEI LIAOWENG 魏了# AS A CLUE

HIRATA Shigeki

While there is a view in the study of Song history that the Song period was an

age of absolute monarchy under which the emperors made final decisions on the

basis of the highly developed centralized bureaucracy, there is a contrasting view

that the period was one in which the chancellorʼs power was strengthened on

account of the successive emergence of increasingly authoritarian chancellors since

the late Northern Song period. These two conceptions differ in that the former

pays attention to macroscopic political changes, whereas the latter tries to conceive

political changes from a more microscopic viewpoint. In an attempt to show one

way to interpret those two conceptions in coherent fashion, this paper analyzes

changes in political space during the Northern and Southern Song dynasties,

specifically changes in the relationship between the emperor and bureaucrats as

well as changes in the method of policy making deeply related to imperial power,

primarily on the basis of the historical source known as the Yingzhaofengshi 應詔封

事 of Wei Liaoweng 魏了#. What follows is the result of this analysis.

In the Yingzhaofengshi, Wei Liaoweng conceived political changes in the Song

period as follows. He construed the development from the New Policies (xin fa)
Reform during the Xi Níng and Yuán Feng periods of the Northern Song to the

period of authoritarian chancellors ― Qin Hui, Han Tuozhou, and Shi Miyuan ― of

the Southern Song as a period of major changes. He characterized those changes

by the concentration of power in particular chancellors or a particular office related

to the chancellors and a corresponding weakening of functions such as Attendant 侍
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