
劉
眩
の
『
孝
経
』
聖
治
章
講
義

古
勝
　
隆
一

　
　
　
〔
凡
例
〕

　
、
劉
舷
『
孝
経
述
議
』
は
も
と
五
巻
か
ら
な
る
書
物
で
あ
っ
た
が
、
後
に
訣
け
、
現
在
、
京
都
大
學
附
属
圖
書
館
に
は
室
町
時
代
爲

　
　
本
の
同
書
、
巻
一
・
巻
四
の
二
巻
を
藏
す
る
（
林
秀
一
『
孝
経
述
議
復
原
に
關
す
る
研
究
』
林
先
生
學
位
論
文
出
版
記
念
會
、
一

　
　
九

五
三
年
、
に
影
印
）
。
本
稿
は
そ
の
う
ち
巻
四
の
一
部
、
「
聖
治
章
」
を
翻
案
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
、
義
疏
な
る
種
の
注
鐸
は
も
と
も
と
問
答
を
基
礎
と
し
て
作
ら
れ
た
と
の
信
念
か
ら
、
劉
舷
の
義
疏
を
問
答
と
し
て
再
構
成
し
、
こ

　
　

こ
に
翻
案
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
先
行
の
試
み
と
し
て
、
頼
惟
勤
氏
「
「
鞄
有
苦
葉
」
二
章
の
疏
」
（
頼
惟
勤
著
作
集
H
『
古
典
學

　
　
論
集
』
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
九
年
）
が
あ
り
、
こ
れ
を
参
考
と
し
た
。

三
、
義
疏
に
見
え
る
論
理
の
展
開
や
資
料
の
配
置
に
は
劉
氏
の
思
索
の
跡
が
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
尊
重
し
た
。
想
像
に
よ
り
い
く

　
　
つ
か
の
要
素
を
補
っ
た
が
、
義
疏
に
述
べ
ら
れ
た
内
容
は
す
べ
て
何
ら
か
の
か
た
ち
で
翻
案
に
盛
り
込
み
、
易
知
の
み
を
課
す
る

　
　
弊
を
避
け
た
。
原
文
と
封
照
し
、
何
を
い
か
に
訳
し
た
の
か
了
解
し
て
い
た
だ
け
る
も
の
と
思
う
。

四
、
議
論
に
参
加
す
る
人
物
と
し
て
、
劉
絃
・
傳
氏
・
都
講
・
難
氏
の
四
者
を
想
定
し
た
。

五
、
『
孝
経
述
議
』
は
軍
疏
で
あ
り
、
む
ろ
ん
経
文
・
傳
文
が
存
在
し
な
い
が
、
こ
こ
で
は
京
都
大
原
三
千
院
に
藏
す
る
建
治
三
年
二
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二
七

七
）
慕
本
に
基
づ
き
経
傳
を
掲
げ
、
ま
た
傳
の
文
に
番
號
を
付
し
、
閲
覧
の
資
と
し
た
。

　
　
　

聖
治
章

曾
子

日
：
「
敢
問
聖
人
之
徳
、
亡
以
加
於
孝
乎
」
。

　
　

〔博
一
〕
曾
子
聞
明
王
以
孝
道
化
天
下
、
如
上
章
之
詳
、
故
知
聖
人
建
徳
、
無
以
尚
於
孝
　
。

子

日
：
「
天
地
之
性
、
人
爲
貴
、
人
之
行
、
莫
大
於
孝
。

　
　

〔傳
二
〕
性
、
生
也
。
言
凡
生
天
地
之
間
、
含
氣
之
類
、
人
最
其
貴
者
也
。
正
君
臣
上
下
之
誼
、
篤
父
母
（
子
）
兄
弟
夫
妻
之
道
o
、

　
　
辣
男
女
内
外
疏
敷
之
節
、
章
明
福
慶
、
示
以
廉
恥
、
所
以
爲
貴
也
。
孝
者
徳
之
本
、
教
之
所
由
生
也
、
故
「
人
之
行
、
莫
大
於
孝
」

　
　
焉
也
。

孝
莫
大
於
嚴
父
、
嚴
父
莫
大
於
配
天
、
則
周
公
其
人
也
。

　
　

〔博
三
〕
嚴
、
尊
也
。
言
爲
孝
之
道
、
無
大
於
尊
嚴
其
父
、
以
配
祭
天
常
（
帝
）
者
。
。
周
公
親
行
此
莫
大
之
誼
、
故
日
「
則
其
人

　
　
也
」
。

昔
者
、
周
公
郊
祀
后
稜
以
配
天
。

　
　

〔傳
四
〕
凡
締
・
郊
・
祖
宗
、
皆
祭
祀
之
別
名
也
。
天
子
祭
天
、
周
公
撮
政
、
制
之
祀
典
也
。
於
祭
天
之
時
、
后
稜
佑
坐
而
配
食
焉
。

宗
祀
文
王
於
明
堂
、
以
配
上
帝
。
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〔傳
五
〕
上
言
「
郊
祀
」
、
此
言
「
宗
祀
」
、
取
名
難
殊
、
其
義
一
也
。
明
堂
、
禮
義
之
堂
、
即
周
公
相
成
王
、
所
朝
諸
侯
者
也
。
上

　
　
帝
亦
天
也
。
文
王
於
明
堂
、
后
稜
於
圓
丘
也
。

是
以
四
海
之
内
、
各
以
其
職
來
助
祭
天
。
夫
聖
人
之
徳
、
又
何
以
加
於
孝
乎
。

　
　

〔傳
六
〕
人
主
以
孝
道
化
民
、
則
民
一
心
而
奉
其
上
、
萬
姓
之
事
、
固
非
用
威
烈
、
以
忠
愛
也
。
周
公
乗
人
君
之
権
、
操
必
化
之
道
、

　
　
以
治
必

用
之
民
、
虚
人
主
勢
、
以
御
必
服
之
臣
。
是
以
教
行
而
下
順
、
海
内
公
侯
、
奉
其
職
貢
、
成
來
助
祭
、
聖
孝
之
極
也
。
復
何

　
　
以
加
之
孝
乎
也
。

是
故
親
生
育
之
、
以
養
父
母
日
嚴
。

　
　

〔傳
七
〕
育
之
者
、
父
母
也
。
故
其
敬
父
母
之
心
、
生
於
育
之
恩
。
是
以
愛
養
其
父
母
、
而
致
尊
嚴
焉
也
。

聖
人
因
嚴
以
教
敬
、
因
親
以
教
愛
。

　
　

〔傳
八
〕
言
其
不
失
於
人
情
也
。
因
其
有
尊
嚴
父
母
之
心
、
而
教
以
愛
敬
、
所
以
愛
敬
之
道
成
、
因
本
有
自
然
之
心
也
。

聖
人
之
教
、
不
粛
而
成
、
其
政
不
嚴
而
治
。
其
所
因
者
本
也
」
。

　
　

〔傳
九
〕
凡
聖
人
設
教
、
皆
縁
人
之
本
性
而
道
達
也
。
故
不
加
威
粛
而
教
成
、
不
加
嚴
刑
而
政
治
。
以
其
皆
因
人
之
本
性
故
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
文
は

「
曾
子

日
」
か
ら
「
本
也
」
ま
で
、
あ
わ
せ
て
百
四
十
字
白
。
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経
の
解
繹

都
講
　
ま
ず
、
『
孝
経
』
の
中
で
、
「
聖
治
章
」
が
こ
の
位
置
に
お
か
れ
て
い
る
わ
け
に
つ
き
、
ご
説
明
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

劉
弦
　
こ
の
「
聖
治
章
」
第
九
の
直
前
の
章
は
、
「
孝
治
章
」
第
八
で
あ
っ
た
。
そ
の
章
で
、
孔
子
は
孝
の
力
で
天
下
を
治
め
て
、
そ
れ

で

「
災
害
生
ぜ
ず
、
禍
齪
作
ら
ず
」
と
い
う
ふ
う
に
孝
の
力
に
よ
る
治
世
を
實
現
さ
せ
、
「
孝
行
の
偉
大
さ
は
、
偉
大
な
も
の
の
極
み
で

あ
る
」
と
説
か
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
孝
と
聖
と
で
は
そ
れ
ぞ
れ
言
葉
が
異
な
る
わ
け
で
あ
り
、
「
聖
な
る
行
い
と
は
、
孝
よ
り
も

大
き
い
も
の
で
は
な
い
か
」
と
い
ぶ
か
る
む
き
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
孔
子
と
し
て
は
「
聖
と
い
う
の
は
孝
に
ほ
か
な
ら
ぬ
」

と
お
っ
し
ゃ
り
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
聖
治
章
を
、
孔
子
は
孝
治
章
の
後
に
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

都
講
　
　
『
孝
経
』
の
各
章
の
う
ち
、
曾
子
の
質
問
か
ら
問
答
が
始
ま
る
も
の
と
、
そ
う
で
は
な
く
孔
子
の
こ
獲
言
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
章

と
、
雨
方
あ
り
ま
す
。
本
章
の
場
合
、
な
ぜ
章
の
初
め
に
曾
子
の
質
問
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

劉
絃
　
諸
君
も
知
っ
て
の
通
り
、
『
孝
経
』
は
孔
子
自
ら
ブ
イ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
曾
子
が
こ
の
よ
う

な
質
問
を
本
當
に
し
た
わ
け
で
は
な
い
＠
。
こ
れ
は
む
ろ
ん
孔
子
が
假
に
お
作
り
に
な
っ
た
問
答
で
あ
る
。
さ
き
ほ
ど
申
し
た
と
お
り
、
「
聖

と
い
う
の
は
孝
に
ほ
か
な
ら
ぬ
」
と
い
う
の
が
孔
子
の
お
考
え
で
あ
る
。
し
か
し
ご
自
分
か
ら
そ
れ
を
言
い
出
す
の
も
い
さ
さ
か
唐
突
で

あ
る
の
で
、
そ
こ
で
曾
子
の
質
問
を
か
り
て
、
そ
れ
に
答
え
ら
れ
る
か
た
ち
で
お
考
え
を
述
べ
よ
う
と
な
さ
り
、
曾
子
の
質
問
を
設
け
ら

れ
た

の

で
あ
ろ
う
。

都
講
　
曾
子
の
問
い
の
内
容
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
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劉
絃
　
曾
子
は

「
孝
道
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
偉
大
な
も
の
で
あ
る
と
し
ま
す
と
、
そ
れ
以
上
の
行
い
は
な
い
の
で
は
、
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

聖
人
の
徳

と
申
し
ま
す
の
も
、
孝
以
上
の
も
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
問
う
た
。
聖
人
の
徳
と
い
っ
て
も
孝
以
上
の
も
の
は
あ
る

ま
い
と
思
っ
て
問
う
た
の
で
あ
る
。

都
講
　
そ
れ
に
封
す
る
孔
子
の
お
答
え
は
。

劉
弦
　
孔
子
は

「
そ

も
そ
も
天
地
の
氣
を
受
け
た
存
在
と
し
て
、
人
間
よ
り
貴
い
も
の
は
な
い
。
そ
の
人
間
の
行
爲
と
し
て
、
孝
よ
り
も

偉
大

な
も
の
は
な
い
。
そ
の
孝
行
の
中
で
も
、
自
分
の
父
を
尊
ぶ
こ
と
こ
そ
が
最
も
偉
大
で
あ
る
。
さ
ら
に
自
分
の
父
を
尊
ぶ
と
い
う
行

爲
の
う
ち
で
も
、
父
と
天
と
を
封
に
し
て
祀
る
こ
と
こ
そ
が
最
も
偉
大
な
の
で
あ
る
。
で
は
誰
に
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
た
か
と
い
う
と
、

そ
れ
は
周
公
で
あ
る
」
、
と
、
こ
う
お
っ
し
ゃ
り
、
そ
れ
で
周
公
が
父
と
天
と
を
封
に
し
て
祀
っ
た
故
事
を
説
か
れ
た
。
「
か
つ
て
周
公
は
、

周
の

始
祖

た
る
后
稜
を
「
郊
祀
」
し
て
彼
を
天
と
封
に
し
、
父
の
文
王
を
「
明
堂
」
に
祀
っ
て
、
上
帝
と
封
に
し
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

周
公
は
、
祖
先
や
父
を
天
と
封
に
し
て
祀
り
、
そ
れ
を
櫨
大
し
て
最
高
の
徳
を
世
に
廣
め
て
人
々
を
教
化
し
、
そ
の
た
め
に
四
海
の
う
ち

に

住
む
萬
民
、
各
國
の
君
主
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
つ
と
め
を
は
た
す
べ
く
各
地
か
ら
や
っ
て
き
て
周
公
の
祭
祀
を
手
傳
っ
た
、
そ

う
孔
子
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。

都
講
　
周
公
な
ら
で
は
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

劉
絃
　
そ
も
そ
も
父
を
天
と
封
に
し
て
祀
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
大
聖
人
で
な
く
て
は
と
て
も
で
き
る
こ
と
で
な
い
。
周
公
は
聖
人
で

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
に
ご
自
分
の
父
君
を
尊
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

都
講
　
そ
れ
が
な
ぜ
人
間
一
般
の
徳
と
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

劉
絃
　
聖
人
の
徳
と
い
っ
て
も
孝
以
上
の
も
の
で
あ
り
得
る
は
ず
が
な
い
。
聖
徳
と
は
孝
を
行
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
孝
を
行
う
と
は
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父

を
尊
ぶ
以
外
の
こ
と
で
は
な
い
。
人
間
た
る
者
、
み
な
親
を
尊
ぶ
氣
持
ち
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
聖
人
は
教
化
に
よ
っ
て
そ
の
氣
持
ち

を
遂
げ
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
そ
れ
を
「
嚴
」
、
す
な
わ
ち
尊
ぶ
と
名
づ
け
た
。
教
え
を
設
け
る
こ
と
で
願
い
を
簡
軍
に
遂
げ
さ
せ
よ
う
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
人
々
は
、
親
は
自
分
の
こ
と
を
生
み
育
て
て
く
れ
、
そ
れ
で
成
長
で
き
た
と
感
謝
し
て
、
そ
の
氣
持
ち
か
ら

父

母

を
う
や
ま
っ
て
お
世
話
し
、
そ
れ
を
「
嚴
」
、
す
な
わ
ち
尊
ぶ
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
す
べ
て
の
人
間
に
は
、
自
然
に
親

を
尊
敬
す
る
氣
持
ち
が
あ
る
が
、
聖
人
は
そ
の
氣
持
ち
に
從
っ
て
、
「
敬
」
、
す
な
わ
ち
敬
う
こ
と
を
教
え
た
。
ま
た
同
じ
よ
う
に
人
間
に

は
自
分
の
親
を
愛
す
る
氣
持
ち
が
あ
る
の
で
、
「
愛
」
、
す
な
わ
ち
愛
す
る
こ
と
を
教
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
嚴
」
と
か
「
敬
」

と
か
「
愛
」
と
い
っ
た
氣
持
ち
は
、
も
と
も
と
人
間
の
心
に
具
わ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
自
然
な
心
に
從
っ
て
教
え
が
つ
く
ら
れ

て

い

る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
聖
人
の
作
っ
た
教
え
は
、
い
か
め
し
く
な
く
て
も
自
然
と
完
成
さ
れ
、
聖
人
の
政
治
は

嚴

し
く
な
く
て
も
自
然
と
治
ま
る
。
聖
人
は
人
間
の
本
心
に
の
っ
と
っ
て
教
化
す
る
か
ら
」
、
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
あ
る
。

都
講
　
以
上
の
内
容
を
お
ま
と
め
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

劉
絃
　
人
間
に
も
と
も
と
具
わ
っ
た
心
に
の
っ
と
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
聖
人
の
教
化
は
行
わ
れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
、
「
開

宗
明
義
章
」
第
一
の
「
以
て
天
下
を
訓
う
」
の
意
と
呼
慮
し
て
、
そ
の
説
明
を
終
え
た
の
で
あ
る
。
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都
講
　
で
は
次
に
、
孔
安
國
傳
を
解
稗
し
ま
す
。
ま
ず
傳
の
「
性
、
生
な
り
」
と
始
ま
る
部
分
か
ら
、
お
願
い
し
ま
す
。

劉
弦
　
孔
傳
の
内
容
や
そ
の
根
櫨
な
ど
に
つ
い
て
は
、
博
氏
か
ら
解
説
し
て
も
ら
お
う
。

傳
氏

　
承
知

い
た

し
ま
し
た
。
ま
ず
経
文
「
天
地
の
性
」
に
つ
け
ら
れ
た
傳
の
文
「
性
、
生
な
り
」
に
つ
い
て
で
す
が
、
物
が
生
ず
る
と

そ
の
物
に
は
そ
れ
ぞ
れ
本
性
が
具
わ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
「
性
は
生
な
り
」
の
訓
詰
が
成
り
立
ち
ま
す
。
『
禮
記
』
中
庸
篇
に
「
天
命
之

を
性
と
謂
う
」
と
あ
り
、
『
易
』
乾
卦
の
象
傳
に
「
乾
道
饗
化
し
、
各
お
の
性
命
を
正
す
」
と
あ
り
、
同
書
の
説
卦
傳
に
「
理
を
窮
め
性

を
蓋
く
し
、
以
て
命
に
至
る
」
と
あ
り
ま
す
。
物
は
す
べ
て
天
か
ら
命
を
受
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
氣
性
が
具
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

都
講
　
孝
と
い
う
の
は
人
間
だ
け
に
限
ら
れ
る
行
爲
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
経
文
に
は
ど
う
し
て
遠
大
に
「
天
地
の
性
」
と
言
わ
れ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。

傳
氏

　
天
地

は
、
形
あ
る
も
の
の
う
ち
の
最
大
で
、
萬
物
は
そ
の
天
地
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
。
孝
が
人
間
に
ま
つ
わ
る
徳
で
あ
る
か

ら
と
い
っ
て
、
も
し
も
卑
近
に
人
間
自
身
に
つ
い
て
観
察
し
、
人
間
自
身
か
ら
説
き
起
こ
し
ま
す
と
、
天
地
と
い
う
大
規
模
な
宇
宙
観
を

語
る
こ
と
が
で
き
ま
す
ま
い
。
天
地
の
道
と
い
う
も
の
は
最
大
の
も
の
で
す
か
ら
、
ま
ず
天
地
を
根
援
と
し
て
述
べ
、
そ
の
後
で
人
間
に

言
及

し
て
こ
そ
、
孝
行
が
人
の
行
い
の
中
で
高
い
債
値
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

都
講
　
孔
傳
の
「
言
う
こ
こ
ろ
は
凡
そ
天
地
の
間
に
生
じ
、
氣
を
含
む
の
類
、
人
は
最
も
其
の
貴
な
る
者
な
り
」
と
あ
る
の
は
、
そ
う
い

う
こ
と
で
す
ね
。

傳
氏

　

『
禮
記
』
祭
法
篇
に
「
大
凡
天
地
の
間
に
生
ず
る
者
、
皆
な
命
と
日
う
」
と
あ
り
、
『
尚
書
』
泰
誓
篇
に
「
惟
れ
天
地
は
萬
物
の

父

母
な
り
、
惟
れ
人
は
萬
物
の
霞
な
り
」
と
あ
り
、
ま
た
『
禮
記
』
禮
運
篇
に
「
人
な
る
者
は
、
天
地
の
徳
に
し
て
、
五
行
の
秀
な
り
」

と
あ
り
ま
す
。
『
筍
子
』
王
制
篇
に
は
「
水
火
は
氣
有
る
も
生
無
く
、
草
木
は
生
有
る
も
知
無
く
、
禽
獣
は
知
有
る
も
義
無
し
。
人
は
兼
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ね
て

之
を
有
す
、
故
に
天
地
の
貴
爲
り
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
「
氣
を
含
む
の
類
、
人
は
最
も
其
の
貴
な
る
者
な
り
」
と
い
う
こ
と
で

す
。都

講
　
人
が
貴
い
と
い
う
こ
と
の
文
献
的
讃
明
は
そ
れ
で
分
か
っ
た
の
で
す
が
、
で
は
そ
の
貴
さ
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う

か
。傳

氏

　

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
道
義
・
節
度
が
あ
る
が
ゆ
え
に
貴
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

都
講
　
孔
傳
が
「
君
臣
上
下
の
誼
を
正
し
、
父
子
兄
弟
夫
妻
の
道
を
篤
く
す
」
と
い
っ
て
、
家
族
よ
り
も
ま
ず
「
君
臣
」
を
も
ち
だ
し
て

説
明
す
る
の
は
、
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

傳
氏

　
道
義
・
節
度
は
教
化
の
力
に
よ
っ
て
し
向
け
ら
れ
る
も
の
で
す
が
、
そ
の
教
化
な
る
も
の
は
、
ま
ず
朝
廷
か
ら
襲
せ
ら
れ
る
政
治

か

ら
は
じ
ま
り
ま
す
か
ら
、
さ
き
に
「
君
臣
」
を
言
い
、
あ
と
で
「
父
子
」
を
言
う
の
で
す
。

都
講
　
孔
傳
が
「
君
臣
上
下
の
義
」
「
父
子
兄
弟
夫
妻
の
道
」
と
言
っ
て
、
こ
と
ば
を
使
い
分
け
る
の
に
は
含
み
が
あ
り
ま
す
か
。

傳
氏

　
は

い
、
む
ろ
ん
意
味
が
あ
り
ま
す
。
君
臣
は
血
の
つ
な
が
り
を
有
せ
ず
、
事
が
そ
う
あ
る
べ
き
と
い
う
道
理
に
の
っ
と
る
の
で
「
義
」

の

語
が

用
い
ら
れ
、
一
方
、
父
子
は
血
氣
が
連
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
お
の
ず
と
一
貫
し
た
道
を
共
有
し
て
い
る
た
め
、
「
道
」
の
語

が

用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
「
君
臣
上
下
の
義
を
正
す
」
「
父
子
兄
弟
夫
妻
の
道
を
篤
く
す
」
の
「
正
」
と
「
篤
」
も
同
様
で
す
。
君

臣
の
上
下
關
係
に
お
い
て
は
、
秩
序
が
齪
れ
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
「
正
」
さ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
「
正
」
と
い
う
の
は
、
き
ち
ん

と
關
係
を
整
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
方
、
家
庭
に
お
い
て
は
恩
愛
の
氣
持
ち
が
薄
れ
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
「
篤
」
く
す
る
必
要
が

あ
る
わ
け
で
す
。
「
篤
」
と
い
う
の
は
、
心
を
厚
く
用
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

都
講
　
こ
の
注
稗
の
お
し
ま
い
に
「
孝
な
る
者
は
徳
の
本
な
り
、
教
え
の
由
り
て
生
ず
る
所
な
り
」
と
あ
る
の
は
如
何
で
し
ょ
う
か
。
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傳
氏
　
　
「
本
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
以
上
に
根
本
的
な
も
の
は
な
い
、
と
い
う
意
味
。
教
え
な
る
も
の
も
根
本
で
あ
る
孝
の
徳
か
ら
獲
生

し
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
孝
は
す
べ
て
の
事
物
の
根
源
で
あ
り
、
理
屈
か
ら
い
っ
て
そ
れ
以
上
の
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
孔

傳
の
言
う
よ
う
に
、
「
人
の
行
い
、
焉
よ
り
大
な
る
は
莫
し
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

都
講
　
曾
子
は
「
聖
人
の
徳
」
に
つ
い
て
問
う
て
い
る
の
に
、
孔
子
が
「
人
の
行
い
」
と
い
う
答
え
を
な
さ
っ
て
い
る
の
は
、
な
ぜ
で
し

ょ
う
か
。

劉
弦
　
そ
れ
は
経
文
の
問
題
で
あ
る
か
ら
私
が
答
え
よ
う
。
孝
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
個
人
の
身
に
つ
け
ら
れ
た
な
ら
ば
「
孝
徳
」
と
な

り
、
そ
れ
が
實
践
さ
れ
た
な
ら
ば
「
孝
行
」
と
な
る
わ
け
で
、
決
し
て
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
孝
行
は
孝
徳
が
表
現
さ
れ
た
形
で
あ
る
。

末
た
る
孝
行
を
示
し
て
本
た
る
孝
徳
を
明
ら
か
に
す
る
、
と
い
う
趣
向
で
あ
る
。
孝
徳
と
孝
行
と
は
一
禮
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
孝
行
に

よ
っ
て
孝
徳
を
示
そ
う
と
お
考
え
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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〔傳
三
〕
の
解
繹

傳語都
氏が講
　、

績
き
ま
し
て
、
孔
傳
の
「
嚴
は
尊
な
り
」
と
は
じ
ま
る
部
分
の
解
稗
を
お
願
い
し
ま
す
。

「
尊
」
1
た
っ
と
ぶ
ー
と
訓
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

目
下
の
者
か
ら
「
尊
」
ば
れ
ま
す
と
、
目
上
の
者
は
「
嚴
正
」
に
ふ
る
ま
う
も
の
で
す
。

な
ぜ
「
嚴
」
ー
い
か
め
し
い
ー
と
い
う

つ
ま
り
、
「
嚴
」
め
し
い
様
子
は
「
尊
」



ば

れ

た
結
果
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
「
嚴
は
尊
な
り
」
の
訓
が
成
り
立
ち
ま
す
。

都
講
　
孔
傳
の
「
孝
の
爲
す
の
道
、
其
の
父
を
尊
嚴
し
、
以
て
天
帝
に
配
祭
す
る
者
よ
り
大
な
る
は
無
し
」
と
言
う
の
は
経
文
の
「
孝
は

父

を
嚴
と
す
る
よ
り
大
な
る
は
莫
く
、
父
を
嚴
と
す
る
は
天
に
配
す
る
よ
り
大
な
る
は
莫
し
」
を
解
稗
し
た
も
の
の
よ
う
で
す
が
。

傳
氏

　
萬
物
の
中
で
最
大
の
も
の
が
天
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
天
に
父
を
比
し
て
、
雨
者
を
一
封
の
も
の
と
し
て
敬
う
こ
と
は
、
最
大

の

孝
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
孔
傳
は
そ
う
説
明
し
た
の
で
す
。

難
氏
　
父
母
に
封
す
る
時
、
心
に
は
愛
を
も
ち
、
顔
つ
き
は
敬
意
を
も
っ
て
整
え
よ
、
と
言
い
ま
す
。
愛
が
あ
れ
ば
親
し
み
が
生
じ
、
敬

意
を
も
て
ば
尊
嚴
が
具
わ
る
か
ら
で
す
。
本
書
の
「
士
章
」
第
五
に
は
、
「
父
に
事
う
る
を
資
り
て
以
て
母
に
事
え
、
其
の
愛
は
同
じ
。

父
に

事
う
る
を
資
り
て
以
て
君
に
事
え
、
其
の
敬
は
同
じ
」
と
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
愛
」
が
先
に
述
べ
ら
れ
、
「
敬
」
は
後
ま
わ
し
に
な

っ

て

い

ま
す
。
そ
れ
な
の
に
、
本
章
で
は
「
嚴
」
の
こ
と
ば
か
り
が
言
わ
れ
、
親
し
み
や
愛
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は

ど
う
し
て
な
の
で
し
ょ
う
か
。

劉
怯

　
確
か
に
も
の
の
順
番
と
し
て
は
親
し
み
が
先
で
、
尊
嚴
は
そ
の
結
果
生
じ
る
。
こ
こ
は
、
親
し
み
の
氣
持
ち
が
き
わ
ま
っ
て
、
そ

れ
に

よ
り
尊
敬
の
氣
持
ち
が
い
よ
い
よ
強
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
分
析
的
に
言
う
な
ら
、
父
を
宣
揚
す
る
の
が
親
愛
の
心
に

當
た
り
、
そ
の
父
を
天
と
封
に
す
る
の
が
尊
嚴
を
示
す
行
爲
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
尊
嚴
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
前
提
で
あ
る

親
し
み
も
自
然
と
現
れ
る
、
と
い
う
の
が
本
章
の
趣
意
で
あ
り
、
決
し
て
親
愛
を
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
尊
嚴
を
示
す
行
爲
に

よ
っ
て
、
親
愛
の
心
が
あ
る
こ
と
は
お
の
ず
と
分
か
る
わ
け
で
、
「
配
天
」
1
父
と
天
と
を
封
に
す
る
ー
と
い
う
行
爲
が
尊
嚴
で
あ
る
か

ら
、
と
り
わ
け
「
嚴
」
を
と
り
あ
げ
て
言
う
ま
で
で
あ
る
。

難
氏
　
な
る
ほ
ど
。
し
か
し
、
ま
だ
疑
問
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
本
章
で
は
父
を
尊
敬
す
る
こ
と
の
み
を
言
い
、
母
を
尊
敬
す
る
こ
と
を
言
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わ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

劉
弦
　
君
の
言
う
こ
と
に
も
一
理
あ
る
。
し
か
し
禮
法
に
よ
る
と
、
父
を
天
と
封
に
す
る
、
と
決
ま
っ
て
お
り
、
母
は
天
と
封
に
で
き
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
聖
人
が
法
則
を
お
作
り
に
な
っ
た
際
6
、
神
主
は
一
つ
に
限
る
と
お
決
め
に
な
っ
た
か
ら
（
、
そ
う
い
う
わ
け
で
母

を
天
と
封
に
は
で
き
ぬ
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
や
は
り
母
も
父
と
ま
っ
た
く
等
し
く
尊
敬
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
書
「
閨
門
章
」
第
十
九

に

は

「
親

に
嚴
た
り
兄
に
嚴
た
り
」
と
あ
る
。
親
と
い
う
の
は
、
む
ろ
ん
母
親
も
含
む
も
の
で
、
兄
を
す
ら
尊
敬
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
以
上
、

母

を
尊
敬
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
『
禮
記
』
の
祭
統
篇
に
「
莚
席
を
鋪
き
、
同
几
を
設
く
」
と
あ
り
、
そ
こ
の
鄭
玄
の
注

に
「
死
せ
ば
則
ち
神
は
合
同
し
て
一
と
爲
る
」
と
言
っ
て
お
る
。
つ
ま
り
夫
婦
は
一
髄
で
あ
り
、
そ
の
死
後
、
父
と
母
の
神
璽
は
合
鎧
し

て

い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
母
を
天
と
封
に
す
る
こ
と
は
確
か
に
で
き
ぬ
き
ま
り
で
は
あ
る
が
、
實
質
的
に
は
最
高
の
敬
意
が
表
さ
れ
て
い

る
も
の
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

都
講
　
先
ほ
ど
か
ら
、
天
を
祀
る
の
に
人
と
封
に
す
べ
き
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
そ
う
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

天
の

み

を
お
祀
り
す
れ
ば
よ
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
が
。

劉
弦
　
『
春
秋
』
宣
公
三
年
の
『
公
羊
傳
』
に
「
外
よ
り
至
る
者
は
、
主
無
く
ん
ば
止
ま
ら
ず
」
と
あ
っ
て
、
と
い
う
こ
と
は
、
天
と
い

う
の
は
外
か
ら
來
ら
れ
る
神
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ゆ
え
祭
祀
を
す
る
際
に
は
必
ず
そ
れ
に
慮
ず
る
主
人
が
要
る
の
で
あ
る
。
『
禮
記
』
郊

特
牲
篇
に

「
萬
物
は
天
を
本
と
し
、
人
は
祖
を
本
と
す
」
と
あ
り
、
と
い
う
こ
と
は
、
先
祖
と
は
自
分
の
根
本
で
あ
る
か
ら
、
萬
物
の
根

本

た
る
天
に
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

都
講
　
先
祖
や
父
を
天
に
配
す
る
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
か
。

劉
弦
　
た
だ
し
、
父
を
天
に
配
す
る
な
ど
と
い
う
の
は
、
王
者
の
み
に
許
さ
れ
る
禮
で
あ
っ
て
、
諸
侯
以
下
の
者
に
こ
の
よ
う
な
さ
だ
め
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は

な
い
。
た
だ
、
人
に
は
身
分
の
貴
賎
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
關
わ
り
な
く
父
は
尊
い
も
の
で
あ
る
。
庶
民
で
あ
る
か
ら
と
い

っ

て
、
父
を
敬
う
氣
持
ち
が
王
者
と
異
な
る
わ
け
で
も
な
い
。

都
講
　
そ
れ
で
も
や
は
り
、
郊
祀
を
行
い
先
祖
や
父
を
天
と
封
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
最
高
の
尊
嚴
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
。

劉
絃
　
人
が
親
に
お
仕
え
す
る
場
合
、
家
に
あ
る
財
産
の
多
少
に
つ
り
合
う
よ
う
に
し
、
禮
に
鑑
み
て
執
り
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
聖
人
は
、
身
分
に
上
下
あ
る
の
に
基
づ
き
、
禮
の
等
級
を
制
定
し
、
過
剰
も
不
足
も
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
の
者
な
り
に
孝
の
心

を
蓋
く
さ
せ
る
よ
う
に
と
、
お
考
え
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
『
禮
記
』
檀
弓
篇
に
は
「
其
の
禮
有
る
も
、
其
の
財
無
き
は
、
君
子
は
行
わ

ざ
る
な
り
。
其
の
財
有
る
も
、
其
の
時
無
き
は
、
君
子
は
行
わ
ざ
る
な
り
」
と
言
う
。
同
じ
く
禮
器
篇
に
は
「
圭
…
豚
も
て
祭
る
も
百
官
皆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な

な
足
り
、
大
牢
も
て
祭
る
も
必
ら
ず
し
も
除
り
有
ら
ず
、
此
を
之
稻
う
と
謂
う
」
と
言
う
。
こ
の
よ
う
な
『
禮
記
』
の
記
載
か
ら
考
え
る

と
、
人
の
子
た
る
者
の
道
、
孝
養
の
義
と
い
う
も
の
は
、
禮
を
遵
守
し
て
親
に
仕
え
、
自
分
の
孝
の
氣
持
ち
に
か
な
う
よ
う
に
し
て
禮
を

行
え
ば
よ
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

都
講
　
そ
れ
ぞ
れ
の
分
際
に
雁
じ
て
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

劉
弦
　
萬
が
一
、
禮
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
儀
式
を
そ
な
え
る
だ
け
の
費
用
も
足
り
て
い
る
の
に
、
人
が
物
惜
し
み
を
し
て
お
祭
り
を
し

な
い
、
な
ど
と
い
う
の
は
む
ろ
ん
許
さ
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
反
封
に
、
禮
と
し
て
許
さ
れ
て
お
ら
ず
、
費
用
も
自
分
の
も
の
で
な
い
の
に
、

そ
れ
を
盗
み
と
っ
て
祀
り
に
捧
げ
る
な
ど
と
い
う
の
も
、
ま
こ
と
に
も
っ
て
の
ほ
か
で
あ
る
。
魯
の
家
臣
に
す
ぎ
ぬ
三
家
が
、
桓
橘
と
い

う
諸
侯
の
埋
葬
用
の
柱
を
勝
手
に
眞
似
し
た
こ
と
が
『
禮
記
』
檀
弓
篇
に
見
え
、
魯
の
家
臣
の
季
氏
が
、
天
子
の
舞
で
あ
る
八
槍
を
舞
っ

た
こ
と
が
『
論
語
』
の
八
倫
篇
に
見
え
る
が
、
こ
う
い
う
分
際
を
越
え
た
禮
の
實
施
は
、
君
子
が
す
る
こ
と
で
な
い
の
み
な
ら
ず
、
祀
ら

れ

た
側
の
鬼
神
も
お
受
け
に
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
周
公
が
天
を
祀
り
宗
廟
を
祀
っ
た
の
も
、
孔
子
が
疏
食
菜
糞
で
先
祖
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を
祀
っ
た
の
も
（
、
尊
嚴
と
い
う
黙
で
は
か
わ
り
な
い
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
「
位
と
い
う
も
の
は
聖
人
の
大
い
な
る
實
」
（
『
易
』
繋
辞
傳

下
）
で
あ
り
、
父
を
天
と
封
に
す
る
と
い
う
の
は
孝
道
の
極
致
で
あ
る
か
ら
、
『
孝
経
』
の
こ
の
章
で
は
、
父
を
天
と
封
に
し
て
祀
っ
た

と
い
う
禮
を
睾
げ
て
、
父
を
敬
う
こ
と
の
極
み
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。
父
を
天
と
封
に
し
て
祀
ら
な
け
れ
ば
、
尊
嚴
し
た
こ
と
に
な
ら

ぬ
、
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。

難
氏

　
先
生
の

お
話

を
う
か
が
っ
て
い
る
と
、
帝
王
と
そ
れ
以
外
の
者
の
逼
別
が
重
要
の
よ
う
で
す
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
帝
王
で
あ

れ
ば

誰
で
も
自
分
の
父
を
天
と
封
に
し
て
祀
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
が
、
な
ぜ
周
公
だ
け
が
特
に
「
其
の
人
な
り
」
と
い
っ
て
賞
賛
さ

れ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

劉
絃
　
帝
王
で
あ
れ
ば
誰
で
も
自
分
の
父
を
天
と
封
に
し
て
祀
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
父
に
素
晴

し
い
功
績
が
あ
り
、
そ
の
徳
が
天
の
御
心
に
合
致
し
、
天
と
封
に
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
父
を
天
に
配
し
て
祀
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
『
詩
』
周
頒
の
「
思
文
」
の
詩
に
「
文
な
る
后
稜
を
思
い
、
克
く
彼
の
天
に
配
す
」
と
い
い
、
同
じ
く
大
雅

の

「
生

民
」
の
序
に
「
文
・
武
の
功
は
、
后
稜
よ
り
起
る
、
故
に
推
し
て
以
て
焉
を
天
に
配
す
」
と
い
う
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
后
稜
に
功

績
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
天
に
配
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
功
績
が
な
い
場
合
に
は
そ
う
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
股
の
湯
王
が
夏
を
廃

し
て
般
を
建
て
た
際
、
父
を
天
に
配
し
て
祀
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
義
と
し
て
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
あ
り
、
父
に
封
す
る
尊

敬
が

不
十
分
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
人
臣
た
る
も
の
も
、
父
を
天
に
配
す
る
こ
と
は
禮
に
よ
っ
て
許
さ
れ
ぬ
が
、
決
し
て
孝
の

氣
持

ち
が
不
十
分
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
経
で
周
公
が
畢
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
禮
が
認
め
る
究
極
の
人
に
つ
い
て

い
っ

た

も
の
と
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

難
氏
　
そ
れ
で
も
、
い
に
し
え
以
來
、
天
下
を
治
め
た
帝
王
た
ち
は
、
み
な
父
を
天
に
配
し
て
祀
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
ら
、
周
公
だ
け
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が

特
別

と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
。

劉
絃
　
そ
れ
は
、
孔
子
が
『
孝
経
』
を
お
作
り
に
な
っ
た
時
代
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
孔
子
は
周
の
時
代
に
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
が
、

そ
の
衰
退
期
に
當
た
っ
て
い
た
。
周
に
お
け
る
郊
祀
や
宗
廟
の
禮
は
、
周
公
の
お
定
め
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
孔
子
が
『
孝
経
』
を

お
作
り
に
な
っ
た
理
由
は
、
頽
廃
し
た
風
俗
を
救
い
、
周
の
最
盛
期
の
美
風
を
再
現
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
こ
で
時
代

の
近
い

周
公
を
畢
げ
て
、
大
い
な
る
教
え
と
し
よ
う
と
な
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
夏
の
禺
王
も
父
を
天
に
配
し
て
祀
っ
た
と
い
わ
れ

る
が
、
そ
の
父
で
あ
る
鯨
は
聖
賢
で
は
な
か
っ
た
し
、
殿
の
湯
王
は
父
を
天
に
配
し
な
か
っ
た
し
（
、
周
の
文
王
・
武
王
は
王
國
の
草
創

期
に

お

い

て

太
平

を
致
し
、
禮
や
法
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
周
公
の
み
が
こ
の
孝
の
大
義
を
み
ず
か
ら
實
践
し
得
た
の
で
、
「
則

ち
其
の
人
な
り
」
と
稻
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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〔傳
四
〕
の
解
鐸

都
講

　
以
上
の
部
分
は
、
孔
博
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
経
の
内
容
の
問
題
に
わ
た
っ
た
よ
う
で
す
。
績
き
ま
し
て
、
孔
傳
の
「
凡

そ
諦
．
郊
．
祖
宗
は
」
と
始
ま
る
部
分
の
解
繹
を
お
願
い
し
ま
す
。
「
蹄
・
郊
・
祖
宗
は
」
と
い
う
の
は
、
経
文
か
ら
や
や
離
れ
て
お
り
、

い
さ
さ
か
唐
突
に
感
じ
ら
れ
ま
す
が
。

傳
氏
　
　
『
禮
記
』
の
祭
法
篇
に
は
、
「
祭
法
、
有
虞
氏
は
黄
帝
を
諦
し
て
馨
を
郊
し
、
頴
項
を
祖
と
し
て
尭
を
宗
と
す
。
夏
后
氏
も
亦
た



黄
帝
を
締
し
て
鯨
を
郊
し
、
顕
項
を
祖
と
し
て
萬
を
宗
と
す
。
股
人
は
馨
を
蹄
し
冥
を
郊
し
、
契
を
祖
と
し
て
湯
を
宗
と
す
。
周
人
は
馨

を
締
し
て
稜
を
郊
し
、
文
王
を
祖
と
し
て
武
王
を
宗
と
す
」
と
あ
り
、
虞
・
夏
・
段
・
周
の
四
代
に
わ
た
る
蹄
・
郊
・
祖
・
宗
の
祭
祀
の

さ
だ
め
を
ず
ら
り
と
記
し
て
い
ま
す
。
孔
傳
が
こ
こ
で
「
凡
そ
諦
・
郊
・
祖
宗
は
、
皆
な
祭
祀
の
別
名
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
経

文
に

「
郊

祀
」
と
い
う
こ
と
ば
が
見
え
て
い
る
の
で
、
そ
こ
で
祭
法
篇
に
見
え
る
祭
祀
の
名
、
す
な
わ
ち
蹄
・
郊
・
祖
・
宗
に
ま
で
廣
く

及
ん

で
解
繹

し
、
「
郊
祀
」
が
祭
祀
の
名
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
さ
せ
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

都
講

　
諦
・
郊
・
祖
・
宗
な
ど
の
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
を
お
教
え
い
た
だ
け
ま
す
か
。

傳
氏
　
は

い
、
ま
ず
は
鄭
玄
の
説
か
ら
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
先
ほ
ど
提
示
し
た
『
禮
記
』
祭
法
篇
の
鄭
注
で
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い

ま
す
、
「
蹄
と
は
昊
天
を
圓
丘
に
て
祭
る
こ
と
を
い
う
。
上
帝
を
南
郊
に
祭
る
の
を
郊
と
い
う
。
五
帝
の
五
神
を
明
堂
に
て
祭
る
の
を
祖

宗
と
い
う
」
。
「
五
帝
の
五
神
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
鄭
玄
説
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
鄭
玄
は
緯
書
に
よ
っ
て
経
書
を
解
稗
し
ま
す
か
ら
、
天
帝

で

あ
る
昊
天
大
帝
以
外
に
、
東
方
の
蒼
帝
璽
威
仰
・
南
方
の
赤
帝
赤
漂
怒
・
中
央
の
黄
帝
含
橿
紐
・
西
方
の
白
帝
白
招
拒
・
北
方
の
黒
帝

汁
光
紀
と
い
う
五
方
の
感
生
帝
の
存
在
を
認
め
る
の
で
、
こ
の
よ
う
に
説
く
わ
け
で
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
周
の
場
合
、
冬
至
に
は
昊
天

大

帝
を
圓
丘
に
て
祭
り
、
帝
馨
を
こ
れ
に
配
し
ま
す
。
夏
至
に
は
感
生
帝
と
呼
ば
れ
る
五
帝
を
南
郊
に
て
祭
り
、
后
稜
を
こ
れ
に
配
し
ま

す
。
季
秋
に
は
さ
ら
に
五
帝
を
明
堂
に
て
大
い
に
祭
り
、
文
王
・
武
王
を
こ
れ
に
配
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
蹄
・
郊
・
宗
は
、
す
べ
て
天
を

祭

る
祭
祀
で
あ
り
、
締
に
て
は
帝
馨
が
、
郊
に
て
は
后
稜
が
、
祖
宗
に
て
は
文
王
・
武
王
が
そ
れ
ぞ
れ
配
さ
れ
る
、
と
解
稗
し
ま
す
。

都
講
　
ほ
か
に
有
力
な
解
繹
は
あ
り
ま
す
か
。

傳
氏
　
王
粛
は
、
「
郊
こ
そ
が
圓
丘
、
圓
丘
こ
そ
が
郊
」
、
つ
ま
り
雨
者
は
同
一
と
考
え
ま
す
、
。
締
の
祭
り
と
い
う
の
は
、
た
だ
自
分
た

ち
の
先
祖
が
出
た
も
と
を
祭
る
も
の
で
、
先
祖
を
こ
れ
に
配
し
ま
す
。
后
稜
は
帝
馨
の
跡
取
り
で
し
た
か
ら
、
周
の
人
は
帝
馨
を
配
し
た
、
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と
考
え
ま
す
。
ま
た
祖
宗
に
つ
い
て
は
、
「
王
者
は
功
有
る
を
祖
と
し
、
徳
有
る
を
宗
と
す
」
と
『
孔
子
家
語
』
に
あ
り
ま
す
し
（
、
周
の

人
に

と
っ
て
、
文
王
・
武
王
は
そ
の
功
と
徳
と
に
よ
り
、
廟
を
取
り
壊
さ
ず
に
永
績
さ
せ
る
特
別
扱
い
と
さ
れ
ま
し
た
か
ら
、
周
の
祖
宗

と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
、
と
し
ま
す
。
王
粛
に
よ
る
と
、
郊
の
祭
祀
だ
け
が
天
を
祭
る
も
の
で
、
締
と
祖
宗
は
、
先
祖
の
祭
り
で
あ
っ
て
、

天
の

祭

り
で
は
な
い
、
と
い
い
ま
す
。

都
講
　
で

は
、
『
孝
経
』
の
解
鐸
に
立
ち
戻
っ
て
、
孔
安
國
傳
の
解
鐸
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

傳

氏
　
す
ぐ
後
の
経
文
、
「
文
王
を
明
堂
に
於
て
宗
祀
し
、
以
て
上
帝
に
配
す
」
の
孔
傳
に
「
文
王
を
明
堂
に
於
て
し
、
后
稜
を
圓
丘
に

於
て

す

る
な
り
」
と
あ
り
ま
し
て
、
こ
こ
の
経
文
「
后
稜
を
郊
祀
し
以
て
天
に
配
す
」
、
と
考
え
合
わ
せ
ま
す
と
、
孔
安
國
は
郊
と
圓
丘

と
を
同
一
の
も
の
と
考
え
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
王
粛
の
解
稗
と
同
じ
で
、
感
生
帝
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
理
解
で
し
ょ
う
。

都
講
　
鄭
玄
と
は
異
な
る
わ
け
で
す
ね
。

劉
弦
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
傳
に
「
凡
そ
蹄
・
郊
・
祖
宗
は
、
皆
な
祭
祀
の
別
名
な
り
」
、
す
な
わ
ち
「
さ
ま
ざ
ま
な
祭
祀
の
名
」

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
い
っ
て
お
り
、
「
祭
天
の
別
名
な
り
」
、
す
な
わ
ち
「
さ
ま
ざ
ま
な
天
の
祭
り
の
名
」
と
は
言
わ
ぬ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
孔
安
國
が
、
諦

や
宗
は

天

を
祭
る
祭
祀
で
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

都
講
　
で
は
績
い
て
「
天
子
天
を
祭
る
に
、
周
公
撮
政
た
り
、
之
が
祀
典
を
制
す
る
な
り
」
と
い
う
孔
傳
の
解
鐸
を
お
願
い
し
ま
す
。

傳
氏

　
天
子
は

天
か

ら
命
を
受
け
て
い
ま
す
か
ら
、
「
天
子
は
天
を
祭
」
り
ま
す
。
『
春
秋
』
僖
公
三
十
一
年
の
『
公
羊
傳
』
に
「
天
子
は

天

を
祭
り
、
諸
侯
は
土
を
祭
る
」
と
言
う
の
が
こ
れ
に
當
た
り
ま
す
。
『
禮
記
』
祭
法
篇
で
は
、
上
述
の
通
り
、
虞
・
夏
・
般
・
周
の
四

代
に

わ
た

る
締
・
郊
・
祖
・
宗
の
さ
だ
め
を
列
翠
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
後
で
、
「
此
の
族
に
非
ず
ん
ば
、
祀
典
に
在
ら
ず
」
と
い
っ
て

お

り
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
周
の
郊
天
の
禮
は
、
周
の
一
族
で
あ
る
周
公
が
お
定
め
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
「
周
公
撮
政
た
り
、
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之
が
祀
典
を
制
す
る
な
り
」
と
孔
傳
は
い
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

都
講
　
績
け
て
孔
傳
「
祭
天
の
時
に
於
て
は
、
后
稜
佑
坐
し
て
之
に
配
食
す
る
な
り
」
を
解
鐸
し
て
く
だ
さ
い
。

傳
氏

　
天
は
か
た
ち
の
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
人
が
主
人
と
な
り
、
人
間
と
し
て
の
道
に
基
づ
い
て
天
帝
に
お
仕
え
す
る
の
で
、
「
祭
天

の
時
に

於
て

は
、
后
稜
佑
坐
し
て
焉
に
配
食
す
る
な
り
」
と
言
う
の
で
す
。
「
佑
」
と
は
助
け
る
の
意
で
す
。
天
帝
と
向
か
い
合
っ
て
座

り
、
天
帝
が
食
事
な
さ
る
の
を
助
け
る
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

難
氏

　
傳
に
關
す
る
問
題
で
は
な
い
の
で
す
が
、
こ
の
経
で
は
父
を
敬
う
こ
と
を
特
に
説
い
て
い
る
の
に
、
こ
こ
で
さ
ら
に
遡
っ
て
遠
祖

で

あ
る
后
稜
に
言
及
し
て
い
る
の
は
、
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

劉
弦
　
そ
れ
は
、
「
徳
厚
き
者
は
光
を
流
す
」
（
『
春
秋
穀
梁
傳
』
僖
公
十
五
年
）
、
「
本
に
反
る
者
は
始
を
統
ぶ
」
と
い
う
こ
と
で
、
始
祖

に
ま
で
遡
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
后
稜
は
周
公
に
と
っ
て
の
始
祖
で
あ
ら
れ
、
文
王
・
武
王
・
周
公
が
周
の
建
國
と
い
う
大
業
を
成
し
遂

げ
、
父
に
孝
の
意
を
示
す
こ
と
と
な
っ
て
、
遠
く
そ
の
始
祖
を
尊
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
后
稜
に
封
し
て
も
、
文
王
に
封
し
て
も
、
い
ず

れ
も
尊
嚴
の
氣
持
ち
を
あ
ら
わ
す
行
い
で
あ
る
か
ら
、
雨
方
拉
べ
て
述
べ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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五
〕
の
解
繹

都
講

　
績
き
ま
し
て
、
「
上
に
郊
祀
を
言
い
、
此
に
宗
祀
を
言
う
は
」
と
始
ま
る
孔
榑
の
解
繹
を
お
願
い
し
ま
す
。



傳
氏
　
　
「
郊
祀
」
と
「
宗
祀
」
と
を
比
較
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
「
宗
」
と
い
う
語
は
尊
ぶ
と
訓
じ
ま
す
。
「
郊
」
と
い
う
の
が
祭
り
を
す
る

場
所
を
い
う
の
に
封
し
、
「
宗
」
の
方
は
尊
崇
の
氣
持
ち
を
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
尊
崇
の
氣
持
ち
の
方
は
、
雨
者
に
通
じ
る
も
の

で
す
。
雨
者
と
も
、
祭
り
の
場
所
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
り
、
ま
た
い
ず
れ
も
尊
崇
の
氣
持
ち
を
具
え
て
い
る
の
で
、
博
に
「
名
を
取
る
こ
と
殊

な
り
と
錐
も
、
其
の
義
は
一
な
り
」
と
言
う
の
で
す
。

都
講
　
経
文
に
見
え
る
明
堂
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
場
所
な
の
で
し
ょ
う
か
。

傳
氏
　
諸
経
典
に
見
え
る
明
堂
の
記
事
を
畢
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
『
春
秋
』
文
公
二
年
の
『
左
傳
』
に
「
周
志
に
之
有
り
、
勇
な
れ
ど
則

ち
上
を
害
せ
ば
、
明
堂
に
登
ら
ず
」
と
あ
り
、
杜
預
は
注
し
て
「
明
堂
た
る
や
、
功
を
崇
め
徳
を
序
す
る
所
以
な
り
、
故
に
不
義
の
士
は
、

之
に
升
る
を
得
ず
」
と
言
い
ま
す
。
『
禮
記
』
明
堂
位
篇
に
は
、
「
明
堂
た
る
や
、
諸
侯
の
尊
卑
を
明
か
す
所
以
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
こ

れ

ら
に
よ
る
と
、
明
堂
と
は
禮
義
を
行
う
堂
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
同
じ
く
『
禮
記
』
明
堂
位
篇
に
は
「
武
王
崩
じ
、
成
王
幼
く
、
周
公
は

天
子

の
位

を
践
み
、
以
て
天
下
を
治
む
。
六
年
に
し
て
、
諸
侯
に
明
堂
に
て
朝
し
、
禮
を
制
し
樂
を
作
し
、
度
量
を
頒
ち
て
天
下
大
い
に

服
す
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
周
公
が
諸
侯
た
ち
に
會
し
た
場
所
で
も
あ
る
の
で
す
。

都
講
　
先
ほ
ど
の
経
文
に
は
「
周
公
は
后
稜
を
郊
祀
し
て
以
て
天
に
配
し
」
と
あ
り
、
こ
こ
の
経
文
に
は
「
文
王
を
明
堂
に
於
て
宗
祀
し
、

以
て

上
帝
に
配
す
」
と
あ
り
ま
す
。
天
と
上
帝
と
の
關
係
は
如
何
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

傳
氏

　
直
前
の
経
文
に
「
父
を
嚴
ぶ
こ
と
天
に
配
す
る
よ
り
大
な
る
は
莫
し
、
周
公
は
其
の
人
な
り
」
と
あ
る
の
を
承
け
て
、
「
周
公
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

后
稜
を
郊
祀
し
て
以
て
天
に
配
し
」
と
人
の
名
を
出
し
て
事
實
を
謹
壊
立
て
て
い
る
の
で
、
后
稜
に
つ
い
て
は
「
天
に
配
す
」
と
言
っ
て
、

直
前
の
経
文
と
同
じ
語
を
用
い
た
わ
け
で
す
。
文
王
に
つ
い
て
は
、
重
ね
て
「
天
に
配
す
」
と
繰
り
返
す
わ
け
に
も
ゆ
か
な
い
の
で
、
語

を
愛
え
て
「
上
帝
に
配
す
」
と
し
た
の
で
し
ょ
う
。
實
の
と
こ
ろ
、
天
と
上
帝
は
別
の
も
の
で
は
な
い
の
で
、
孔
傳
で
は
「
上
帝
も
亦
た
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天
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
。

都
講
　
天
に
つ
い
て
の
考
え
方
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
よ
う
で
す
が
、
孔
安
國
は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

傳
氏

　
そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
、
ま
ず
王
粛
の
解
鐸
を
説
明
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
郊
や
圓
丘
で
祭
る
封
象
と

は
、
上
天
を
祭
る
こ
と
を
指
し
ま
す
が
、
し
か
も
天
に
は
水
・
火
・
金
・
木
・
土
の
五
要
素
が
あ
り
、
五
方
の
方
角
か
ら
祭
る
の
で
、
五

帝
と
呼
ぶ
の
だ
、
と
言
い
ま
す
，
。
鄭
玄
が
説
く
感
生
帝
と
し
て
の
五
帝
を
、
王
粛
は
否
定
す
る
の
で
す
が
、
五
帝
と
呼
ば
れ
る
も
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い

あ
る
こ
と
自
艘
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
『
古
文
尚
書
』
の
舜
典
に
「
終
を
文
祖
に
受
け
、
璋
に
上
帝
に
類
す
」
と

あ
る
部
分
の
孔
傳
で
は
、
「
遂
に
撮
を
以
て
天
及
び
五
帝
に
告
ぐ
」
と
言
っ
て
い
ま
す
〔
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
天
に
つ
い
て
の
孔
安

國
の
理
解
も
、
王
粛
の
説
と
同
様
で
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

都
講
　
少
し
分
か
り
か
ね
ま
す
。
先
ほ
ど
の
説
明
で
は
、
孔
傳
は
「
上
帝
も
亦
た
天
な
り
」
と
言
っ
て
、
天
と
帝
と
の
匿
別
を
し
な
い
と

の

こ
と
で
し
た
。
「
五
帝
」
は
ま
た
そ
れ
と
別
な
の
で
し
ょ
う
か
。

傳
氏

　
王
粛
の
理
解
に
な
ぞ
ら
え
て
考
え
る
と
、
「
五
帝
」
す
な
わ
ち
天
の
補
佐
を
す
る
と
い
う
五
行
に
つ
い
て
は
、
天
も
し
く
は
上
帝

そ
の
も
の
で
は
な
い
、
と
孔
安
國
は
理
解
し
た
の
で
し
ょ
う
（
。

都
講
　
了
解
し
ま
し
た
。
孔
安
國
は
、
五
帝
は
と
も
か
く
、
天
と
上
帝
と
を
同
じ
、
と
す
る
わ
け
で
す
ね
。
天
と
上
帝
と
が
同
じ
で
あ
り
、

雨
方
と
も
人
を
配
し
て
お
祀
り
し
、
そ
れ
を
二
箇
所
の
場
所
に
お
い
て
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
文
王
を
配
し
て
明

堂
に

お
祀

り
し
、
后
稜
を
配
し
て
圓
丘
に
お
祀
り
す
る
わ
け
で
す
。
な
ぜ
、
天
・
上
帝
と
言
い
分
け
る
の
で
し
ょ
う
か
。

劉
弦
　
お
祀
り
す
る
場
所
が
違
う
の
で
言
い
分
け
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。

難
氏
　
こ
の
経
の
表
現
は
、
き
ち
ん
と
封
を
成
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
「
后
稜
を
郊
祀
し
、
以
て
天
に
配
す
」
に
準
ず
る
な
ら
、
こ
の
句
は
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「
文
王

を
明
堂
祀
し
て
、
以
て
上
帝
に
配
す
」
と
す
べ
き
で
す
し
、
こ
の
句
の
「
文
王
を
明
堂
に
於
て
宗
祀
し
、
以
て
上
帝
に
配
す
」
に

準
ず
る
な
ら
、
上
の
句
は
「
后
稜
を
郊
に
於
て
宗
祀
し
、
以
て
天
に
配
す
」
と
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
ど
う
し
て
句
作
り
が
違
う
の
で
し
ょ

う
か
。

劉
絃

　
郊
と
い
う
の
は
祭
祀
の
名
で
あ
る
か
ら
「
后
稜
を
郊
祀
す
」
と
言
え
る
が
、
他
方
、
明
堂
は
祭
祀
の
名
で
は
な
い
か
ら
「
文
王
を

明
堂
祀
す
」
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
「
宗
祀
文
王
於
明
堂
」
と
い
う
一
句
に
お
い
て
は
、
句
の
末
に
「
明
堂
」
の
語
が
見
え
る
の
で
、
そ

れ

を
尊
ん
で
「
祀
」
の
上
に
「
宗
」
の
字
を
置
い
て
敬
意
を
表
し
て
お
り
、
ま
た
上
の
「
郊
祀
后
稜
」
の
場
合
も
、
同
様
に
尊
ぶ
氣
持
ち

が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

都
講
　
お
話
に
で
て
お
り
ま
す
、
明
堂
と
い
う
も
の
が
、
や
は
り
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
ど
こ
に
設
け
ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

傳
氏

　
明
堂
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
に
つ
き
、
経
博
に
は
明
文
が
あ
り
ま
せ
ん
。
質
蓮
・
察
畠
・
盧
植
・
杜
預
ら
は
、
明
堂
と
祖
廟
と
は
、

實
は
同
じ
で
名
が
異
な
る
だ
け
だ
と
言
い
ま
す
、
。
一
方
、
鄭
玄
は
明
堂
は
國
都
の
北
、
七
里
の
内
側
に
あ
っ
た
、
と
言
い
ま
す
、
。

都
講
　
孔
安
國
は
ど
ち
ら
の
立
場
な
の
で
し
ょ
う
か
。

傳
氏

　

『
周
禮
』
の
大
司
樂
に
祭
天
の
音
樂
を
説
い
て
「
冬
日
至
ら
ば
、
地
上
の
圓
丘
に
於
て
之
を
奏
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
た

だ

「
地

上
」
と
い
う
の
み
で
、
ど
の
場
所
な
の
か
、
特
定
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
『
禮
記
』
の
禮
運
篇
に
「
帝
を
郊
に
於
て
祭
る
は
、
天
位

を
定
む
る
所
以
な
り
」
と
い
い
、
同
じ
く
郊
特
牲
篇
に
「
郊
に
於
て
す
、
故
に
之
を
郊
と
謂
う
」
と
い
い
ま
す
。
孔
安
國
は
郊
と
圓
丘
と

が

同
じ
で
あ
る
と
い
う
立
場
で
す
か
ら
、
圓
丘
が
郊
に
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
、
明
堂
は
そ
こ
と
は
違
う
場
所
、
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
し
ょ
う
。

難
氏

　
上
帝
も
天
も
同
じ
で
あ
る
と
す
る
と
、
や
は
り
分
か
ら
ぬ
の
は
、
同
一
の
天
を
な
ぜ
郊
・
明
堂
と
、
二
箇
所
に
お
い
て
祀
る
の
か
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と
い
う
こ
と
で
す
。

劉
絃
　
そ
れ
は
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
天
の
神
は
尊
い
も
の
で
あ
り
、
と
て
も
馴
れ
馴
れ
し
く
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
の
で
、
高
く
明

ら
か
な
る
場
所
、
す
な
わ
ち
圓
丘
で
定
例
の
祭
祀
を
行
う
わ
け
で
あ
る
が
、
『
周
禮
』
の
大
司
樂
に
い
う
よ
う
に
、
ま
ず
冬
至
に
諦
の
祭

り
を
し
、
さ
ら
に
『
左
傳
』
の
裏
公
七
年
に
い
う
よ
う
に
、
啓
蟄
の
時
に
郊
で
祀
る
の
で
あ
る
（
。
し
か
し
天
の
造
化
の
力
、
地
上
を
照

ら
す
恵
み
は
偉
大
で
、
そ
れ
ら
定
例
の
祭
り
だ
け
で
は
祀
る
側
の
心
が
満
足
せ
ぬ
の
で
、
「
禮
義
の
堂
」
た
る
明
堂
で
、
さ
ら
に
別
に
天

を
お
祀
り
す
る
の
で
あ
る
。
『
禮
記
』
月
令
篇
の
季
秋
の
と
こ
ろ
に
「
是
の
月
や
、
大
い
に
帝
を
享
す
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
き
、
月

令
篇
は
秦
の
時
代
の
書
物
で
あ
る
か
ら
、
周
で
何
月
に
こ
れ
を
行
っ
た
の
か
分
か
ら
な
い
、
と
鄭
玄
は
言
う
。
確
か
に
何
月
な
の
か
は
特

定
で
き
な
い
が
、
き
つ
と
「
大
い
に
享
す
る
」
時
期
が
設
け
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
『
孝
経
』
に
「
文
王
を
明
堂
に

於
て

宗
祀
す
」
と
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

都
講
　
　
「
宗
祀
」
と
い
う
の
は
、
『
禮
記
』
祭
法
篇
に
言
う
「
宗
」
の
祭
り
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

劉
絃
　
　
「
宗
祀
」
と
は
、
た
だ
「
文
王
を
尊
ん
で
彼
を
祀
っ
た
」
と
、
そ
れ
だ
け
で
あ
っ
て
、
祭
法
篇
で
「
祖
」
「
宗
」
と
言
う
と
こ
ろ

の
特

定
の
祭
祀
の
名
稻
で
は
な
い
。
そ
れ
に
、
祭
法
篇
で
は
「
武
王
を
宗
す
」
と
言
っ
て
お
り
、
文
王
は
宗
の
祭
り
の
封
象
で
は
な
い
で

は
な
い
か
。
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都
講
　
引
き
績
き
ま
し
て
、
経
文
「
是
を
以
て
四
海
の
内
」
云
々
に
封
す
る
孔
傳
、
「
人
主
は
孝
道
を
以
て
民
を
化
す
」
以
下
の
部
分
の

解
稗
を
お
願
い
し
ま
す
。

傳

氏
　
孔
傳
は
、
み
な
が
祭
り
に
や
っ
て
來
た
と
い
う
意
を
、
君
主
が
孝
道
に
よ
り
民
衆
を
教
化
し
、
他
者
に
封
し
て
私
心
を
懐
か
な
か

っ

た

か

ら
こ
そ
、
民
衆
は
心
を
一
つ
に
し
て
君
上
に
お
仕
え
し
、
そ
れ
ゆ
え
海
内
の
人
々
が
み
な
や
っ
て
來
た
、
と
解
稗
し
ま
し
た
。

都
講
　
孔
博
に
「
威
烈
を
以
て
す
る
に
非
ず
、
忠
愛
を
以
て
す
」
と
言
う
の
は
、
ど
う
い
う
意
圖
で
し
ょ
う
か
。

傳
氏

　
自
分
た
ち
で
周
公
の
徳
に
感
じ
て
や
っ
て
來
た
の
で
あ
り
、
強
い
力
に
よ
っ
て
屈
服
さ
せ
て
來
さ
せ
た
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ

と
で
す
。
し
か
し
周
公
は
天
子
の
位
に
は
な
く
、
撮
政
で
あ
ら
れ
た
の
で
、
孔
傳
に
は
「
人
君
の
槽
を
乗
り
」
、
「
人
主
の
勢
に
慮
り
」
と

言
っ
て
い
る
の
で
す
。

都
講
　
　
「
必
用
の
民
」
「
必
服
の
臣
」
と
、
傳
が
封
に
し
て
言
う
の
は
、
な
ぜ
で
し
ょ
う
。

傳
氏

　
民
衆

が
和
す
る
た
め
に
は
、
臣
が
教
化
を
宣
揚
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
必
用
の
民
」
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
「
必
服

の

臣
」
と
も
い
っ
て
い
る
の
で
す
。
臣
と
は
、
諸
侯
た
ち
に
つ
い
て
言
っ
た
も
の
で
す
。

都
講
　
　
「
海
内
の
公
侯
、
其
の
職
貢
を
奉
じ
て
、
成
な
來
り
て
祭
を
助
く
」
と
孔
博
が
言
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
出
來
事
を
指
し
て
い
る

の

で
し
ょ
う
か
。

傳
氏

　

『
尚
書
大
傳
』
に
、
周
公
が
諸
侯
に
謁
見
し
、
そ
こ
で
彼
ら
を
率
い
て
宗
廟
に
祀
っ
た
こ
と
を
説
い
て
、
「
諸
侯
の
退
き
て
文
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
m

武
の

　
を
見
る
者
、
千
七
百
七
十
三
國
」
と
い
っ
て
お
り
ま
す
が
〔
、
こ
れ
が
そ
れ
に
當
た
り
ま
す
。

一 50．



〔傳
七
〕
の
解
稗

都
講
　
績
き
ま
し
て
、
経
文
「
是
の
故
に
親
は
之
を
生
育
す
」
に
封
す
る
孔
傳
、
「
之
を
育
て
る
者
は
、
父
母
な
り
」
以
下
を
解
稗
し
て

く
だ
さ
い
。

傳
氏
　
　
「
育
」
も
、
養
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
章
で
は
「
親
之
を
生
育
す
」
と
い
う
の
は
、
下
の
「
父
母
生
績
章
」
第
十
一
で
「
父

母
之

を
生
ず
」
と
い
う
の
に
當
た
り
、
そ
の
孔
傳
に
「
之
を
育
つ
」
の
は
父
母
で
あ
る
、
と
し
ま
す
か
ら
（
、
こ
の
章
の
経
文
の
「
親
」

も
父
母
を
指
す
も
の
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
。

都
講
　
こ
の
経
文
、
や
や
文
が
分
か
り
に
く
い
の
で
す
が
、
雨
親
に
恩
返
し
を
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
し
ょ
う
か
。

傳
氏

　
父

母
は
子

ど
も
を
生
ん
だ
だ
け
で
な
く
、
育
て
も
し
て
く
れ
た
の
で
、
そ
の
恩
が
偉
大
で
あ
る
こ
と
を
見
て
と
る
の
で
、
恩
返
し

を
す
べ
き
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
「
其
れ
父
母
を
敬
う
の
心
は
、
之
を
育
つ
の
恩
よ
り
生
ず
」
と
傳
は
い
う
の
で
す
。
自
分
を
生

み
育
て
て
く
れ
た
恩
を
感
じ
て
い
る
の
で
、
そ
の
敬
愛
の
氣
持
ち
を
蓋
く
そ
う
と
し
て
、
そ
こ
で
自
分
の
父
母
を
愛
し
て
養
い
、
尊
嚴
の

意
を
致
し
ま
す
。
尊
敬
し
て
養
う
の
で
、
そ
れ
を
名
づ
け
て
「
嚴
」
と
い
う
、
と
経
に
説
く
の
で
す
。

都
講
　
そ
れ
で
経
に
「
日
く
嚴
」
と
あ
る
の
で
す
か
。

傳
氏

　
経
で
は

先
に
、
「
孝
は
父
を
嚴
と
す
る
よ
り
大
な
る
は
莫
し
」
と
だ
け
い
い
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
嚴
を
示
す
意
味
を
説

く
の
で
、
「
曰
く
嚴
」
と
い
っ
て
、
こ
と
ば
を
締
め
く
く
っ
た
の
で
す
。
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難
氏
　
以
上
の
説
明
を
う
か
が
い
ま
し
た
が
、
孔
安
國
が
「
生
」
の
字
を
ど
う
讃
ん
だ
の
か
、
ど
う
も
は
っ
き
り
と
し
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
わ
　
　
ヘ
　
へ

劉
絃
　
経
文
に
い
う
「
生
育
」
と
い
う
の
は
、
生
み
育
て
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
『
詩
』
大
雅
、
「
生
民
」
の
詩
に
「
載
ち
生
み
載

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ち
育
て
」
と
あ
る
の
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
博
で
は
「
之
を
育
つ
の
恩
に
生
ず
」
と
解
稗
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
『
管
子
』
の

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

「
譲
は

除
り
有
る
に
生
じ
、
箏
は
足
ら
ざ
る
に
生
ず
」
と
い
う
場
合
と
同
様
に
と
っ
た
〔
。
つ
ま
り
、
あ
る
原
因
か
ら
物
事
が
生
じ
る
、

と
理
解
し
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
傳
の
い
う
「
生
」
は
、
経
の
い
う
「
生
」
で
は
な
い
。

〔傳
八
〕
の
解
繹
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都
講
　
績
き
ま
し
て
、
経
文
「
聖
人
は
嚴
に
因
り
て
敬
を
教
う
」
に
封
す
る
傳
、
「
其
の
人
情
を
失
わ
ざ
る
を
言
う
な
り
」
以
下
の
解
繹

を
願
い
ま
す
。

傳

氏
　
人
は
天
地
か
ら
與
え
ら
れ
た
本
性
と
し
て
、
お
の
ず
と
親
を
敬
う
心
を
も
っ
て
お
り
、
聖
人
は
、
そ
の
も
と
も
と
の
心
に
ち
な
ん

で
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
教
え
を
設
け
た
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
榑
に
「
其
の
人
情
を
失
わ
ざ
る
を
言
う
」
と
い
い
ま
す
。
す
で
に
難
氏
か

ら
の
指
摘
も
あ
り
ま
し
た
が
、
上
の
経
文
で
は
尊
嚴
の
み
を
い
い
、
親
愛
の
情
に
つ
い
て
は
ま
だ
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、

こ
の
経
文
で
は
ま
ず
「
嚴
に
因
り
て
敬
を
教
う
」
と
言
い
、
つ
け
加
え
て
「
親
に
因
り
て
愛
を
教
う
」
と
言
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は

親
が
自
分
を
生
み
育
て
て
く
れ
た
恩
に
感
じ
、
そ
れ
に
よ
り
恩
返
し
し
て
親
を
養
い
、
親
を
愛
し
て
養
う
こ
と
が
極
ま
り
、
そ
れ
に
よ
り



尊
嚴
が

生
ず

る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

都
講
　
　
「
嚴
」
「
親
」
と
「
敬
」
「
愛
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
關
係
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

劉
絃
　
　
「
嚴
」
「
親
」
の
心
は
、
あ
く
ま
で
「
敬
」
「
愛
」
の
氣
持
ち
と
あ
い
と
も
に
深
ま
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
り
、
ど
ち
ら
が
艘
、
ど
ち

ら
が
用
と
分
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
ず
尊
敬
の
念
を
「
嚴
」
に
ま
で
深
め
る
と
、
そ
れ
は
孝
の
極
み
と
な
る
。
こ
れ
が
、
先
の
「
孝

は

父

を
嚴
と
す
る
よ
り
大
な
る
は
莫
し
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
嚴
」
か
ら
生
ま
れ
た
「
敬
」
の
氣
持
ち
に
ち
な
ん
で
「
愛
」
に
ま
で
言
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

す
れ
ば
、
孝
を
蓋
く
し
た
状
態
が
示
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
が
、
「
嚴
に
因
り
て
以
て
敬
を
教
い
、
親
に
因
り
て
以
て
愛
を
教
う
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
「
愛
」
と
「
敬
」
と
が
互
い
に
よ
り
そ
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
ゆ
え
雨
者
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
あ
る
。
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〔博
九
〕
の
解
繹

都
講
　
績
き
ま
し
て
、
経
文
「
聖
人
の
教
は
、
粛
な
ら
ず
し
て
成
る
」
に
封
す
る
傳
の
解
鐸
を
お
願
い
し
ま
す
。
「
粛
な
ら
ず
し
て
成
る
」

「
嚴
な
ら
ず
し
て
治
ま
る
」
と
い
う
経
文
は
、
こ
と
ば
が
上
の
「
三
才
章
」
第
八
の
経
文
と
ま
っ
た
く
同
じ
な
の
で
す
が
、
ど
う
し
て
同

じ
文
句
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
し

劉
絃
　
　
コ
ニ
才
章
」
に
は
「
天
の
明
に
則
り
、
地
の
利
に
因
り
、
以
て
天
下
を
訓
う
」
と
あ
り
、
天
地
に
の
っ
と
っ
て
教
え
を
設
け
、
民

衆
の
心

に
し
た
が
っ
て
教
化
を
施
す
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
感
化
さ
せ
や
す
い
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
が
、
一
方
、
こ
の
章
で
は
、
人
に
は
そ



も
そ
も
孝
の
心
が
あ
り
、
聖
人
は
そ
れ
に
ち
な
ん
で
民
衆
の
た
め
に
教
え
を
設
け
た
と
述
べ
、
教
え
が
容
易
に
完
成
さ
れ
る
こ
と
に
主
眼

が
あ
る
。
教
え
の
た
め
に
嚴
粛
さ
は
必
要
な
い
、
と
い
う
黙
で
は
、
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
前
章
で
は
感
化
さ

せ
や
す
さ
、
こ
の
章
で
は
完
成
さ
せ
や
す
さ
に
そ
れ
ぞ
れ
主
眼
が
あ
る
の
で
、
文
句
が
繰
り
返
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。

都
講
　
　
「
三
才
章
」
で
は
「
其
の
教
は
、
粛
な
ら
ず
し
て
成
る
」
と
い
い
、
本
章
で
は
「
聖
人
の
教
は
、
粛
な
ら
ず
し
て
成
る
」
と
、
言

い
分
け
て
い
る
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

劉
弦
　
こ
の
章
で
は
聖
人
に
素
晴
ら
し
き
教
え
が
あ
る
こ
と
を
賛
美
し
て
お
り
、
「
其
の
因
る
所
の
者
は
本
な
り
」
と
言
っ
て
章
を
締
め

く
く
っ
て
い
る
の
で
、
聖
人
と
い
う
こ
と
ば
を
重
ね
て
用
い
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

都
講
　
で
は
、
こ
れ
で
聖
治
章
の
解
稗
は
す
べ
て
終
わ
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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注（1
）

A　 A　A432）　）　）
三

千
院
本
は
「
父
母
兄
弟
夫
妻
之
道
」
に
作
る
が
、
杏
雨
書
屋
藏
の
仁
治
本
を
は
じ
め
と
す
る
諸
本
が
「
父
子
」
と
作
る
の
が
正

し
い
。
な
お
、
『
古
文
孝
経
』
及
び
孔
博
の
諸
本
封
校
に
つ
い
て
は
、
阿
部
隆
一
「
古
文
孝
経
奮
紗
本
の
研
究
（
資
料
篇
）
」
（
『
斯

道
文
庫
論
集
』
第
六
輯
、
昭
和
四
十
二
年
）
に
詳
し
い
。

三
千
院
本
は
「
以
配
祭
天
常
者
」
に
作
る
が
、
「
天
帝
」
と
作
る
の
が
正
し
い
。

こ
の
一
行
は
『
孝
経
述
議
』
「
曾
子
日
至
本
也
〔
百
四
十
字
〕
」
に
基
づ
く
。

『
孝
経
述
議
』
巻
一
、
孔
安
國
序
、
述
議
「
舷
以
爲
『
孝
経
』
者
、
孔
子
身
手
所
作
、
筆
削
所
定
、
不
因
曾
子
請
問
而
随
宜
答
封
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也
。
…
…
。
視
世
崩
論
、
有
懐
制
作
、
但
難
有
其
徳
、
而
無
其
位
、
不
可
自
率
己
心
、
特
制
一
典
。
因
弟
子
有
請
問
之
道
、
師
儒

有
教
誰
之
義
、
故
假
曾
子
之
問
以
爲
封
揚
、
非
曾
子
實
有
間
也
」
。

『
禮
記
』
禮
運
「
故
聖
人
作
則
、
必
以
天
地
爲
本
、
以
陰
陽
爲
端
、
以
四
時
爲
柄
、
以
日
星
爲
紀
」
。

『
禮
記
』
坊
記
「
子
云
、
天
無
二
日
、
土
無
二
王
、
家
無
二
主
、
尊
無
二
上
、
示
民
有
君
臣
之
別
也
」
。

『
論
語
』
郷
薫
「
錐
疏
食
菜
糞
瓜
、
祭
必
齊
如
也
」
。

『
禮
記
』
祭
法
「
祭
法
、
有
虞
氏
蹄
黄
帝
而
郊
響
、
祖
額
項
而
宗
尭
。
夏
后
氏
亦
蹄
黄
帝
而
郊
鯨
、
祖
顕
項
而
宗
萬
。
般
人
締
馨

而
郊
冥
、
祖
契
而
宗
湯
。
周
人
締
響
而
郊
稜
、
祖
文
王
而
宗
武
王
」
。

『
禮
記
正
義
』
郊
特
牲
「
既
以
郊
祭
名
篇
、
先
儒
説
郊
、
其
義
有
二
案
。
『
聖
護
論
』
以
「
天
髄
無
二
、
郊
即
圓
丘
、
圓
丘
即
郊
」
。

鄭
氏
以
爲
「
天
有
六
天
、
丘
・
郊
各
異
」
。
今
具
載
鄭
義
、
兼
以
王
氏
難
。
鄭
氏
謂
天
有
六
天
。
天
爲
至
極
之
尊
、
其
腔
祇
雁
是

一
、

而

鄭
氏
以
爲
六
者
、
指
其
尊
極
清
虚
之
髄
、
其
實
是
一
、
論
其
五
時
生
育
之
功
、
其
別
有
五
。
以
五
配
一
、
故
爲
六
天
。
…

…
。
又
『
春
秋
緯
』
「
紫
微
宮
爲
大
帝
」
、
又
云
「
北
極
耀
塊
實
」
、
又
云
「
大
微
宮
有
五
帝
坐
星
。
青
帝
日
璽
威
仰
、
赤
帝
日
赤

標
怒
、
白
帝
日
白
招
拒
、
黒
帝
日
汁
光
紀
、
黄
帝
日
含
橿
紐
」
、
是
五
帝
與
大
帝
六
也
。
又
五
帝
亦
稻
上
帝
、
故
『
孝
経
』
日
「
嚴

父
莫
大
於
配
天
、
則
周
公
其
人
也
」
、
下
即
云
「
宗
祀
文
王
於
明
堂
、
以
配
上
帝
」
。
帝
若
非
天
、
何
得
云
「
嚴
父
配
天
」
也
。
而

質
達
・
馬
融
・
王
粛
之
等
、
以
五
帝
非
天
、
唯
用
『
家
語
』
之
文
謂
大
埠
・
炎
帝
・
黄
帝
五
人
帝
之
属
、
其
義
非
也
。
又
先
儒
以

『家
語
』
之
文
、
王
粛
私
定
、
非
孔
子
正
旨
。
又
王
粛
以
郊
・
丘
是
一
、
而
鄭
氏
以
爲
二
者
、
案
「
大
宗
伯
」
云
「
蒼
壁
禮
天
」
、

「
典
瑞
」
又
云
「
四
圭
有
邸
以
祀
天
」
、
是
王
不
同
宗
伯
、
…
…
、
故
鄭
以
云
「
蒼
壁
・
蒼
憤
・
園
鍾
之
等
、
爲
祭
園
丘
所
用
。

以

四
圭
有
邸
・
駐
憤
及
奏
黄
鍾
之
等
、
以
爲
祭
五
帝
及
郊
天
所
用
」
。
王
粛
以
「
郊
特
牲
」
周
之
始
郊
日
以
至
、
與
園
丘
同
配
以
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后

稜
。
鄭
必
以
爲
異
、
園
丘
又
以
帝
馨
配
者
、
鄭
以
周
郊
日
以
至
、
自
是
魯
禮
。
…
…
」
。

『
孔
子
家
語
』
廟
制
「
（
孔
子
日
）
古
者
祖
有
功
而
宗
有
徳
、
謂
之
祖
宗
者
、
其
廟
皆
不
殿
〔
王
粛
注
・
・
祖
宗
者
、
不
殿
之
名
、
其

廟
有
功
者
、
謂
之
祖
、
至
子
周
文
王
是
也
。
有
徳
者
、
謂
之
宗
、
周
武
王
是
。
二
廟
自
有
祖
宗
、
乃
謂
之
二
眺
。
又
以
爲
配
食
明
堂

之
名
、
亦
可
謂
達
聖
指
、
失
實
事
也
〕
」
。

『
孔
子
家
語
』
五
帝
「
季
康
子
問
於
孔
子
「
奮
聞
五
帝
之
名
、
而
不
知
其
實
。
請
問
何
謂
五
帝
？
」
孔
子
日
「
昔
丘
也
聞
諸
老
冊

日
天
有
五
行
、
水
・
火
・
金
・
木
・
土
、
分
時
化
育
、
以
成
萬
物
〔
王
粛
注
：
一
歳
三
百
六
十
日
、
五
行
各
主
七
十
二
日
也
。
化

生
長
育
一
歳
之
功
、
萬
物
莫
敢
不
成
〕
、
其
神
謂
之
五
帝
〔
五
帝
、
五
行
之
神
佐
生
物
者
、
而
識
緯
皆
爲
之
名
字
、
亦
爲
妖
怪
妄
言
〕

…
…
」
。
康
子
日
「
吾
聞
勾
芒
爲
木
正
、
祝
融
爲
火
正
、
辱
牧
爲
金
正
、
玄
冥
爲
水
正
、
后
土
爲
土
正
、
此
五
行
之
主
而
不
齪
、

稻

日
帝
者
、
何
也
？
」
孔
子
日
「
凡
五
正
者
、
五
行
之
官
名
、
五
行
佐
成
上
帝
而
稻
五
帝
、
太
腺
之
属
配
焉
、
亦
云
帝
、
從
其
號

〔
天
至

尊
、
物
不
可
以
同
其
號
、
亦
兼
稻
上
帝
・
上
天
。
以
其
五
行
佐
成
天
事
、
謂
之
五
帝
。
以
地
有
五
行
而
其
精
神
在
上
、
故
亦

爲
帝
。
五
帝
、
黄
帝
之
属
、
故
亦
稻
帝
、
亦
從
天
五
帝
之
號
。
故
王
者
錐
號
稻
帝
、
而
不
或
日
天
帝
、
而
日
天
子
者
、
而
天
子
与
父
、

其
尊
卑
相
去
遠
　
。
日
天
王
者
、
言
乃
天
下
之
王
也
〕
」
。

『
尚
書
』
舜
典
「
正
月
上
日
、
受
終
干
文
祖
、
在
喀
磯
玉
衡
、
以
齊
七
政
。
緯
類
干
上
帝
〔
孔
榑
：
尭
不
聴
舜
譲
、
使
之
撮
位
。

舜

察
天
文
、
考
齊
七
政
、
而
當
天
心
、
故
行
其
事
。
犀
、
遂
也
。
類
、
謂
撮
位
類
。
遂
以
撮
告
天
及
五
帝
〕
」
。
述
議
の
引
く
孔
傳

に
は
「
及
五
」
の
二
文
字
が
な
い
。

『
禮
記
正
義
』
祭
法
「
（
王
）
粛
難
鄭
（
玄
）
云
、
案
『
易
』
帝
出
乎
震
。
震
東
方
生
萬
物
之
初
、
故
王
者
制
之
、
初
以
木
徳
王
天

下
、
非
謂
木
精
之
所
生
。
五
帝
皆
黄
帝
之
子
孫
、
各
改
號
代
饗
、
而
以
五
行
爲
次
焉
。
何
大
微
之
精
所
生
乎
。
又
郊
祭
鄭
玄
云
「
祭

一
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感
生
之

帝
、
唯
祭
一
帝
耳
」
。
「
郊
特
牲
」
何
得
云
「
郊
之
祭
、
大
報
天
而
主
日
」
。
又
天
唯
一
而
已
、
何
得
有
六
。
又
『
家
語
』

　
　
云

「
季
康
子

問
五
帝
。
孔
子
日
天
有
五
行
木
・
火
・
金
・
水
及
土
、
四
分
時
化
育
、
以
成
萬
物
、
其
神
謂
之
五
帝
」
。
是
五
帝
之

　
　
佐
也
、
猶
三
公
輔
王
、
三
公
可
得
稻
王
輔
、
不
得
稻
天
王
、
五
帝
可
得
稻
天
佐
、
不
得
稻
上
天
。
而
鄭
云
以
五
帝
爲
璽
威
仰
之
属
、

　
　
非
也
。
玄
以
園
丘
祭
昊
天
、
最
爲
首
禮
。
周
人
立
后
稜
廟
、
不
立
馨
廟
、
是
周
人
尊
馨
不
若
后
稜
。
及
文
武
以
馨
配
、
至
重
之
天
、

　
　
何
輕
重
顛
倒
之
失
所
。
郊
則
園
丘
、
園
丘
則
郊
、
猶
王
城
之
内
、
與
京
師
異
名
而
同
虚
」
。

（
1
4
）
察
畠
に
つ
い
て
は
、
『
禮
記
』
明
堂
位
の
正
義
に
察
昌
「
明
堂
月
令
章
句
」
を
引
い
て
「
明
堂
者
、
天
子
大
廟
、
所
以
祭
祀
。
夏

　
　
后
氏

世
室
、
般
人
重
屋
、
周
人
明
堂
。
饗
功
・
養
老
、
教
學
・
選
士
、
皆
在
其
中
。
故
言
取
正
室
之
貌
、
則
日
大
廟
、
取
其
正
室
、

　
　

日
大
室
、
取
其
堂
、
則
日
明
堂
、
取
其
四
時
之
學
、
則
日
大
學
、
取
其
圓
水
、
則
日
辟
雍
。
難
名
別
而
實
同
」
と
あ
る
。
杜
預
に

　
　

つ
い
て

は
、
『
春
秋
左
氏
傳
』
文
公
二
年
の
博
「
周
志
有
之
、
勇
則
害
上
、
不
登
於
明
堂
」
に
封
し
て
、
「
周
志
、
周
書
也
。
明
堂
、

　
　
祖
廟
也
。
所
以
策
功
序
徳
、
故
不
義
之
士
不
得
升
」
と
注
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
正
義
に
は
、
「
鄭
玄
以
爲
明
堂
在
國
之
陽
、

　
　
與
祖
廟
別

庭
。
左
氏
奮
説
及
買
連
・
盧
植
・
察
畠
・
服
度
等
、
皆
以
祖
廟
與
明
堂
爲
一
、
故
杜
同
之
」
と
見
え
、
買
逡
と
盧
植
も

　
　

同
じ
説
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
1
5
）
鄭
玄
『
駁
五
経
異
義
』
「
明
堂
在
國
之
南
丙
己
之
地
、
三
里
之
外
、
七
里
之
内
」
（
『
礼
記
正
義
』
郊
特
牲
に
引
く
）
。

（
1
6
）
『
春
秋
左
氏
傳
』
裏
公
七
年
「
是
故
啓
蟄
而
郊
、
郊
而
後
耕
。
今
既
耕
而
卜
郊
、
宜
其
不
從
也
」
。

（
1
7
）
『
尚
書
大
傳
』
洛
詰
傳
「
天
下
諸
侯
之
來
進
受
命
干
周
、
而
退
見
文
・
武
之
　
者
、
千
七
百
七
十
三
諸
侯
」
。

（
1
8
）
『
孝
経
』
父
母
生
績
章
「
父
母
生
之
、
績
莫
大
焉
。
君
親
臨
之
、
厚
莫
重
焉
〔
孔
傳
：
績
、
功
也
。
父
母
之
生
子
、
撫
之
育
之
、

　
　

顧
之

復
之
、
攻
苦
之
功
、
莫
大
焉
者
也
。
有
君
親
之
愛
、
臨
長
其
子
、
恩
情
之
厚
、
莫
重
焉
者
也
。
凡
上
之
所
施
於
下
者
厚
、
則
下
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（1
9
）

之

報
上
亦

厚
。
厚
薄
之
報
、
各
從
其
所
施
。
薄
施
而
厚
韻
、
錐
君
不
能
得
之
於
臣
、
錐
父
不
能
得
之
於
子
。
民
之
從
於
厚
、
猶
餓
之

求
食
、
寒
之
欲
衣
。
厚
則
蹄
之
、
薄
則
去
之
、
有
由
然
也
〕
」
。

『
尚
書
』
舜
典
の
正
義
、
『
春
秋
左
氏
傳
』
成
公
六
年
及
び
十
六
年
の
正
義
に
は
、
『
管
子
』
の
文
と
し
て
「
倉
庫
實
、
知
禮
節
、

衣
食
足
、
知
榮
辱
。
譲
生
於
有
除
、
箏
生
於
不
足
」
を
引
く
が
、
現
行
の
『
管
子
』
牧
民
篇
に
は
「
倉
庫
實
則
知
禮
節
、
衣
食
足

則
知
榮
辱
」
と
の
み
あ
り
、
「
譲
生
於
有
除
、
事
生
於
不
足
」
の
句
が
見
え
な
い
。
『
論
衡
』
問
孔
篇
に
も
「
傳
日
、
倉
庫
實
、
知

禮
節
。
衣
食
足
、
知
榮
辱
。
譲
生
於
有
除
、
争
生
於
不
足
」
と
見
え
る
。
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