
書

�

佐
�
信
彌

著

西
周
�
に
お
け
る
祭
祀
儀
禮
の
硏
究

松

井

嘉

德

本
書
は
著
者
が
二
〇
〇
七
年
一
一
	
に
關
西
學
院
大
學
大
學
院
�
學
硏
究
科
に
提
出
し
た


士
學
位
論
�
に
加
筆
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ

る
︒
そ
の
後
︑
著
者
の
吉
林
大
學
古
籍
硏
究
�
へ
の
留
學
︑
歸
國
後
の
病
氣
療
養
の
た
め
に
出
版
が
遲
れ
た
が
︑
二
〇
一
四
年
に
�
友
書
店
よ

り
上
梓
さ
れ
︑
そ
の
成
果
が
世
に
問
わ
れ
る
に
至
っ
た
︒
本
書
の
�
成
は
以
下
の
�
り
で
あ
る
︒

序
論

：
西
周
祭
祀
儀
禮
硏
究
に
お
け
る
二
つ
の
問
題

第
一
違
：
獻
捷
儀
禮
の
變
�

第
二
違
：
祭
祀
儀
禮
の
場
の
變
�

(一
)

鶏
京

第
三
違
：
祭
祀
儀
禮
の
場
の
變
�

(二
)

周
怨
宮

第
四
違
：
祭
祀
儀
禮
の
參
加
者
と
賜
與
品
の
變
�
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第
五
違
：
�
歷
の
時
代

第
六
違
：
册
命
儀
禮
の
形
式
と
そ
の
確
立

�
違

：
東
�
以
後
の
周
王
�
と
そ
の
儀
禮

序
論
に
お
い
て
︑
著
者
は
先
行
硏
究
が
か
か
え
て
い
た
﹁
二
つ
の
問
題
﹂
を
指
摘
す
る
︒
第
一
の
問
題
は
︑
王
國
維
が
提
唱
し
︑
中
國
古
代

�
硏
究
の
基
本
�
手
法
と
さ
れ
て
き
た
二
重
證
據
法

(證
�
法
)
に
つ
い
て
︒
從
來
の
硏
究
で
は
﹁
傳
世
�
獻
を
基
本
�
料
と
し
︑
出
土
�
字

�
料
を
傍
證
の
た
め
に
補
足
�
に
用
い
る
と
い
う
手
法
が
�
ら
れ
﹂
(一
三
頁
)
て
い
た
が
︑﹁
そ
れ
ぞ
れ
の
�
獻
の
つ
く
ら
れ
た
時
�
や
背
景

な
ど
が
考
慮
さ
れ
ず
に
無
�
作
に
�
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
︑
ま
た
禮
書
や
そ
の
�
釋
な
ど
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
儒
敎
�
理
念
を
!
提
と
し

て
立
論
さ
れ
る
傾
向
﹂
(一
二
～
三
頁
)
が
あ
っ
た
︒
第
二
の
問
題
は
︑﹁
衣
な
っ
た
地
域
・
時
代
の
"
俗
な
ど
を
單
純
に
比
�
﹂
(一
六
頁
)
し

よ
う
と
す
る
�
�
人
類
學
�
手
法
に
つ
い
て
︒
こ
の
手
法
を
取
り
入
れ
た
硏
究
は
目
怨
し
い
も
の
に
映
る
が
︑
實
際
に
は
す
で
に
陳
腐
�
し
て

お
り
︑
な
お
か
つ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
社
會
か
ら
﹁
特
定
の
�
�
%
素
の
み
を
切
り
出
し
て
比
�
す
る
と
い
う
行
爲
自
體
へ
の
疑
問
﹂
(一
五
頁
)

も
あ
る
︒
同
時
代
�
料
で
あ
る
出
土
�
字
�
料
が
閏
分
に
活
用
で
き
な
い
狀
況
下
で
は
致
し
方
な
い
面
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
︑
出
土
�
字
�

料
の
著
錄
や
工
具
書
の
整
備
が
行
き
屆
い
た
今
日
︑﹁
出
土
�
字
�
料
を
中
心
�
料
と
し
︑
傳
世
�
獻
は
必
%
に
應
じ
て
傍
證
の
た
め
の
�
料

と
し
て
�
用
す
る
﹂﹁
(
轉
さ
せ
た
形
で
の
二
重
證
據
法
﹂
(一
三
頁
)
を
�
用
し
︑
他
地
域
・
時
代
と
の
單
純
な
比
�
で
は
な
く
︑﹁
西
周
�

に
お
け
る
�
�
�
事
象
の
歷
�
學
�
な
硏
究
を
よ
り
綿
密
に
)
め
る
﹂
(一
七
頁
)
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
︒
こ
の
手
法
に
よ
っ
て
﹁
西
周
�

に
お
け
る
祭
祀
儀
禮
の
變
�
の
*
り
樣
を
+
っ
て
い
き
︑
そ
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
﹂
(一
八
頁
)
︑
そ
れ
が
本
書
の
課
題
で
あ

る
︒本

書
本
論
は
六
違
か
ら
な
る
が
︑
そ
の
う
ち
第
一
違
か
ら
第
四
違
ま
で
の
違
題
に
は
す
べ
て
﹁
變
�
﹂
と
い
う
語
が
含
ま
れ
て
お
り
︑
祭
祀

儀
禮
の
變
�
な
ら
び
に
そ
の
背
景
に
あ
る
周
王
�
の
政
治
�
狀
況
の
推
移
が
檢
討
さ
れ
る
︒
第
一
違
﹁
獻
捷
儀
禮
の
變
�
﹂
で
�
り
上
げ
ら
れ
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る
獻
捷
儀
禮
と
は
︑﹁
戰
,
後
に
-
君
や
祖
靈
に
對
し
て
俘
虜
・
敵
首
な
ど
の
戰
果
を
報
吿
し
︑
獻
上
す
る
儀
禮
﹂
(二
四
頁
)
で
あ
り
︑
そ
の

記
錄
は
殷
代
の
甲
骨
�
︑
西
周
・
春
秋
�
の
靑
銅
器
銘
︑
さ
ら
に
は
﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
な
ど
の
�
獻
�
料
に
も
殘
さ
れ
て
い
る
︒
長
�
閒
に
わ

た
る
記
錄
を
殘
す
こ
の
祭
祀
儀
禮
は
︑
儀
4
の
�
時
�
な
變
�
を
+
い
や
す
く
︑
以
下
の
議
論
を
5
く
に
は
格
好
の
素
材
と
な
る
だ
ろ
う
︒

第
一
違
で
は
�
初
に
︑
殷
周
�
の
獻
捷
儀
禮
の
復
元
を
試
み
た
高
智
群
﹁
獻
俘
禮
硏
究
﹂
(一
九
九
二
年
)
が
參
照
さ
れ
︑
小
盂
鼎
銘
が
記
錄

す
る
西
周
!
�
の
獻
捷
儀
禮
の
儀
4

︱
︱
王
に
對
す
る
戰
果
の
報
吿
︑
神
靈
・
祖
靈
に
對
す
る
戰
果
の
報
吿
や
俘
馘
の
獻
上
︑
燎
祭
な
ど
の

祭
祀
︱
︱

が
復
元
さ
れ
る
︒
西
周
!
�
の
獻
捷
儀
禮
と
は
︑﹁
-
君
に
對
す
る
報
功
と
︑
神
靈
・
祖
靈
に
對
す
る
祭
祀
の
二
つ
の
部
分
を
-

%
な
儀
4
と
す
る
﹂
(二
八
頁
)
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
う
ち
の
神
靈
・
祖
靈
に
對
す
る
祭
祀
と
は
︑
田
獵
や
7
察
あ
る
い
は
戰
爭
の
!
後
に
擧

行
さ
れ
た
殷
代
の
祭
祀
を
淵
源
と
し
︑
周
王
あ
る
い
は
王
に
8
い
人
物
が
-
催
す
る
大
典
と
し
て
擧
行
さ
れ
て
い
た
︒
周
王
�
の
大
典
︑
す
な

わ
ち
﹁
貴
族
た
ち
が
一
堂
に
會
し
て
施
行
さ
れ
る
﹃
會
同
型
儀
禮
﹄﹂
(三
八
頁
)
の
禘
・
芸
・
鯨
と
い
っ
た
儀
4
も
ま
た
︑
殷
代
の
甲
骨
�
に

記
錄
さ
れ
て
お
り
︑
周
人
が
殷
人
の
祭
祀
を
取
り
入
れ
て
施
行
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
よ
う
な
會
同
型
の
儀
4
を
と
も

な
っ
た
獻
捷
儀
禮
は
︑
西
周
!
�
か
ら
中
�
に
か
け
て
の
靑
銅
器
銘
に
記
錄
さ
れ
て
い
る
が
︑
後
�
の
獻
捷
儀
禮
で
は
神
靈
・
祖
靈
に
對
す
る

祭
祀
が
み
え
な
く
な
り
︑
-
君
に
對
す
る
報
功
と
そ
れ
に
:
う
賞
賜
の
み
が
記
錄
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
な
變
�
は
周
王
�
の
政

治
・
軍
事
狀
況
の
推
移
と
對
應
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
︑
著
者
は
そ
れ
を
︑

周
王
�
の
勢
力
が
强
勢
で
あ
っ
た
西
周
!
�
・
中
�
に
は
︑
周
王
の
-
催
す
る
祭
祀
へ
の
參
加
は
貴
族
に
と
っ
て
名
譽
で
あ
り
記
念
す
べ

き
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
︑
燎
祭
⁝
⁝
の
よ
う
な
祭
祀
も
獻
捷
儀
禮
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
機
能
し
て
い
た
︒
し
か
し
西
周
中
�
後
<
か
ら
後

�
に
か
け
て
お
そ
ら
く
王
�
の
勢
力
が
衰
=
し
︑
周
王
の
政
治
�
權
力
や
宗
敎
�
權
威
が
低
下
し
て
い
く
に
:
い
︑
こ
れ
ら
の
祭
祀
は
貴

族
の
求
心
力
を
得
る
た
め
の
手
段
と
し
て
は
成
立
し
得
な
く
な
り
︑
廢
れ
て
い
っ
た
︒
(四
二
〜
三
頁
)

と
>
價
す
る
︒
さ
ら
に
西
周
後
�
の
獻
捷
儀
禮
の
儀
4
は
︑
介
添
え
役

(右
者
)
に
よ
る
臣
下
の
誘
5
な
ど
︑
當
時
盛
行
し
て
い
た
官
職
・
職

事
任
命
の
册
命
儀
禮
に
沿
っ
て
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
︑
續
く
第
二
違
か
ら
第
四
違
の
議
論
が
5
か
れ
る
︒
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第
二
違
と
第
三
違
は
祭
祀
儀
禮
の
@
長
・
變
�
に
對
應
す
る
儀
禮
の
場
の
變
�
が
論
ぜ
ら
れ
る
︒
第
二
違
﹁
祭
祀
儀
禮
の
場
の
變
�

(一
)

鶏
京
﹂
で
は
︑
宗
周

(陝
西
省
豐
鎬
A
址
一
帶
)
・
成
周

(河
南
省
洛
陽
市
)
・
周

(陝
西
省
扶
風
縣
・
岐
山
縣
：
岐
周
)
と
と
も
に
王
�
の
中
心
地

(﹁
都
﹂
)
の
一
つ
と
さ
れ
る
鶏
京
が
�
り
上
げ
ら
れ
る
︒
鶏
京
は
そ
の
地
名
に
﹁
京
﹂
字
が
附
さ
れ
て
い
る
こ
と
︑
な
ら
び
に
辟
雍
・
大
池
・

辟
池
な
ど
の
施
設
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
な
ど
︑
宗
周
・
成
周
・
周
と
は
樣
相
を
衣
に
し
た
地
で
あ
っ
た
︒
西
周
!
�
か
ら
中
�
に
か
け
て
︑

鶏
京
で
は
狩
獵
の
禮

(大
禮
)
や
漁
禮

(漁
撈
の
禮
)
と
い
っ
た
會
同
型
儀
禮
が
執
り
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
︑
西
周
後
�
に
な
る
と
︑
こ
の

地
は
﹁
周
王
の
滯
在
地
の
ひ
と
つ
︑
あ
る
い
は
貴
族
の
宮
室
の
�
營
地
﹂
(六
七
頁
)
に
C
ぎ
な
く
な
り
︑
そ
の
地
も
﹁
京
﹂
の
字
が
脫
落
し

て
單
な
る
鶏
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
︒﹁
京
﹂
の
字
義
に
つ
い
て
は
諸
說
あ
る
が
︑
著
者
は
こ
れ
を
﹁
周
王
室
の
祭
祀
の
中
心
地
を
指
す
語
﹂

と
考
え
︑
鶏
京
と
は
﹁
周
王
�
の
怨
た
な
政
治
�
中
心
地
と
な
っ
た
宗
周
に
8
い
鶏
の
地
に
怨
た
な
京
と
し
て
�
營
さ
れ
た
﹂
(七
三
頁
)
祭

祀
の
中
心
地
で
あ
っ
た
と
-
張
す
る
︒
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
西
周
後
�
に
鶏
京
の
﹁
京
﹂
字
が
脫
落
す
る
の
は
︑
鶏
京
が
祭
祀
の
中
心
地
で

は
な
く
な
っ
た
こ
と
︑
す
な
わ
ち
西
周
!
�
か
ら
中
�
に
か
け
て
觀
察
で
き
た
狩
獵
の
禮

(大
禮
)
や
漁
禮

(漁
撈
の
禮
)
と
い
っ
た
會
同
型

儀
禮
が
執
り
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
に
關
わ
る
こ
と
と
な
ろ
う
︒
す
で
に
第
一
違
で
示
唆
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
︑
こ
の
會
同
型
儀
禮
に

取
っ
て
代
わ
る
の
が
官
職
・
職
事
を
任
命
す
る
册
命
儀
禮
で
あ
り
︑
そ
の
施
行
場
�
は
周
怨
宮
や
周
康
宮
と
い
っ
た
周

(岐
周
)
�
在
の
諸
宮

で
あ
っ
た
︒﹁
康
王
の
宮
�
で
あ
る
康
宮
﹂
(七
一
頁
)
は
周
王
家
の
財
を
集
積
・
管
理
し
︑
さ
ら
に
昭
宮
・
穆
宮
︑
あ
る
い
は
夷
宮
・
厲
宮
な

ど
諸
王
の
�
宮
を
從
屬
さ
せ
て
い
た
が
︑
こ
の
よ
う
な
施
設
で
册
命
儀
禮
が
執
り
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
背
景
に
つ
い
て
︑
著
者
は
︑

西
周
中
�
に
お
い
て
は
大
禮
な
ど
の
儀
禮
の
施
行
が
貴
族
の
歡
心
を
得
る
た
め
の
手
段
と
な
り
え
て
い
た
の
が
︑
周
王
�
の
求
心
力
の
低

下
に
よ
り
︑
H
第
に
貴
族
の
側
が
そ
の
よ
う
な
儀
禮
に
參
加
す
る
こ
と
に
魅
力
を
感
じ
な
く
な
り
︑
册
命
儀
禮
の
よ
う
な
具
體
�
な
權
益

の
分
�
に
よ
っ
て
し
か
貴
族
の
歡
心
を
得
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
も
大
き
な
%
因
で
あ
ろ
う
︒
(七
七
頁
)

と
-
張
す
る
︒

第
三
違
﹁
祭
祀
儀
禮
の
場
の
變
�

(二
)

周
怨
宮
﹂
で
は
︑
西
周
中
�
の
﹁
共
王
の
頃
に
儀
禮
の
場
と
し
て
金
�
中
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
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な
り
︑
そ
の
孫
の
夷
王
の
頃
ま
で
は
�
用
さ
れ
て
﹂
(九
五
頁
)
い
た
周
怨
宮
が
考
察
の
對
象
と
な
る
︒
西
周
中
�
ま
で
︑
周
怨
宮
で
は
王
�

の
大
典

(會
同
型
儀
禮
)
で
あ
る
射
禮
が
擧
行
さ
れ
て
い
た
が
︑
西
周
後
�
か
ら
は
そ
の
記
錄
が
減
少
し
︑
そ
れ
と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
册
命

儀
禮
が
擧
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
周
怨
宮
の
場
で
こ
の
二
つ
の
儀
禮
が
J
存
す
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
著
者
は
そ
れ
を
︑
王
�
が
﹁
册
命
儀
禮

を
中
心
と
す
る
怨
た
な
荏
�
體
制
の
確
立
を
試
み
る
と
同
時
に
︑
⁝
⁝
射
禮
の
よ
う
な
舊
來
の
儀
禮
の
保
持
を
も
圖
っ
た
の
で
は
な
い
か
﹂

(一
〇
一
頁
)
と
考
え
る
︒
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑
周
怨
宮
と
は
會
同
型
儀
禮
か
ら
册
命
儀
禮
へ
の
﹁
C
渡
�
を
體
現
す
る
宮
で
あ
り
︑
周
王
の
據

點
と
し
て
周
康
宮
の
先
驅
け
と
な
る
存
在
で
あ
っ
た
﹂
(一
〇
四
〜
五
頁
)
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒

第
四
違
﹁
祭
祀
儀
禮
の
參
加
者
と
賜
與
品
の
變
�
﹂
は
︑
第
一
違
か
ら
第
三
違
で
論
じ
ら
れ
た
西
周
中
後
�
閒
の
儀
禮
の
變
�
︑
な
ら
び
に

儀
禮
の
場
の
變
�
︑
す
な
わ
ち
會
同
型
儀
禮
か
ら
册
命
儀
禮
へ
の
轉
奄
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
儀
禮
の
參
加
者
と
賜
與
品
の
分
析
を
�
じ
て
確
K
し

よ
う
と
す
る
︒﹁
廣
範
な
身
分
の
人
々
に
王
の
恩
惠
を
L
け
る
た
め
の
場
と
し
て
の
性
格
を
*
﹂
(一
一
九
頁
)
し
て
い
た
會
同
型
儀
禮
で
の
賜

與
品
は
︑
そ
の
儀
禮
が
盛
行
し
た
時
代
の
特
性
と
し
て
寶
貝
類
が
壓
倒
�
に
多
い
が
︑
そ
れ
ら
の
寶
貝
類
は
﹁
產
地
や
事
件
を
記
念
し
︑
元
々

の
�
*
者
で
あ
る
-
君
の
宗
敎
�
權
威
を
象
N
す
る
性
質
を
持
つ
﹂
(一
三
三
頁
)
も
の
で
あ
っ
た
︒
一
方
︑
册
命
儀
禮
の
賜
與
品
が
車
馬
や
禮

O
と
い
っ
た
車
O
類
へ
と
變
�
す
る
の
は
︑
車
O
類
が
﹁
P
命
者
側
の
功
勞
や
職
事
を
象
N
す
る
性
質
を
持
つ
﹂
(一
三
三
頁
)
も
の
と
し
て
︑

官
職
や
職
事
を
任
命
す
る
册
命
儀
禮
の
性
質
に
合
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒

第
五
違
﹁
�
歷
の
時
代
﹂
で
は
︑
會
同
型
儀
禮
か
ら
册
命
儀
禮
へ
と
變
�
す
る
西
周
中
�
が
﹁
貴
族
が
代
々
周
王
�
に
對
し
て
ど
の
よ
う
な

功
績
を
た
て
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
が
政
治
の
場
で
强
く
Q
識
さ
れ
は
じ
め
た
時
�
で
あ
っ
た
﹂
(一
三
三
頁
)
と
の
見
�
し
の
も
と
︑
そ
の
時

�
の
靑
銅
器
銘
に
頻
見
す
る
�
歷
と
い
う
儀
4
が
檢
討
さ
れ
る
︒
�
歷
と
い
う
儀
4
に
つ
い
て
は
數
多
く
の
解
釋
が
あ
る
が
︑
著
者
は
﹁
�
﹂

字
を
稱
美
︑﹁
歷
﹂
字
を
經
歷
の
Q
と
す
る
R
蘭
の
解
釋
を
荏
持
し
︑
家
臣
本
人
へ
の
襃
賞
の
み
な
ら
ず
︑﹁
そ
の
祖
先
の
事
績
も
そ
れ
に
附
隨

し
て
囘
T
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
君
臣
雙
方
が
代
々
に
渡
っ
て
君
臣
關
係
を
繼
續
し
て
き
た
こ
と
を
再
確
K
し
﹂
(一
五
八
頁
)
︑
今
後
の
君
臣
關

係
の
繼
續
を
確
K
し
あ
う
儀
4
で
あ
る
と
す
る
︒
西
周
中
�
後
<
以
影
に
盛
行
す
る
册
命
儀
禮
を
記
錄
す
る
靑
銅
器
銘
に
お
い
て
は
︑
祖
先
の
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事
績
の
囘
T
︑
繼
續
�

(世
襲
�
)
職
事
の
任
命
︑
さ
ら
に
車
O
類
の
賜
與
な
ど
が
記
錄
さ
れ
る
が
︑
祖
先
の
事
績
を
囘
T
す
る
と
い
う
點
に

お
い
て
︑
�
歷
と
い
う
儀
4
は
そ
の
册
命
儀
禮
の
先
行
形
態
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
の
-
張
で
あ
る
︒

第
六
違
﹁
册
命
儀
禮
の
形
式
と
そ
の
確
立
﹂
は
︑
西
周
�
に
お
け
る
﹁
儀
禮
變
�
の
%
と
な
る
册
命
儀
禮
そ
の
も
の
﹂
(一
七
七
頁
)
が
分
析

さ
れ
︑
こ
れ
ま
で
の
議
論
が
總
括
さ
れ
る
︒
西
周
中
�
後
<
か
ら
盛
行
す
る
册
命
儀
禮
と
は
︑
そ
れ
以
!
に
行
わ
れ
て
い
た
高
位
の
貴
族
へ
の

任
命
儀
禮
を
基
礎
と
し
つ
つ
︑
一
段
下
の
貴
族
を
も
任
命
の
對
象
と
す
る
﹁
�
官
に
よ
る
命
書
の
宣
讀
や
右
者
に
よ
る
誘
5
な
ど
の
儀
4
を
整

備
・
形
式
�
し
た
﹂
(二
〇
四
頁
)
儀
禮
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
貴
族
が
册
命
儀
禮
の
任
命
對
象
と
な
っ
た
の
は
︑

お
そ
ら
く
は
南
征
を
�
じ
た
周
王
�
の
領
域
擴
大
の
失
敗
な
ど
に
よ
る
周
王
の
權
威
の
低
下
を
承
け
て
︑
H
第
に
周
王
の
權
威
に
裏
づ
け

さ
れ
た
﹁
會
同
型
儀
禮
﹂
へ
の
參
加
や
︑
こ
れ
ら
の
儀
禮
で
賜
與
さ
れ
る
貝
類
な
ど
の
物
品
に
價
値
を
見
出
さ
な
く
な
り
︑
貴
族
自
身
︑

U
に
は
そ
の
臣
下
や
屬
官
へ
の
官
職
・
職
事
の
任
命
を
�
じ
て
︑
よ
り
現
實
�
な
權
益
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
(一
九
七
〜
八
頁
)

か
ら
で
あ
る
︒
會
同
型
儀
禮
か
ら
册
命
儀
禮
へ
の
變
�
は
︑﹁
周
王
に
よ
る
任
命
を
�
じ
た
權
益
の
獲
得
を
志
向
す
る
貴
族
と
V
協
・
協
W
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
っ
た
﹂
(二
〇
四
頁
)
と
>
價
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
か
つ
て
﹁
周
王
の
政
治
�
權
力
や
宗
敎
�
權
威
が

低
下
﹂︑﹁
周
王
�
の
求
心
力
の
低
下
﹂
な
ど
と
表
現
さ
れ
て
い
た
事
象
が
︑
こ
こ
で
は
﹁
お
そ
ら
く
は
南
征
を
�
じ
た
周
王
�
の
領
域
擴
大
の

失
敗
な
ど
に
よ
る
﹂
も
の
と
踏
み
X
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
も
�
Q
を
拂
っ
て
お
き
た
い
︒

�
違
﹁
東
�
以
後
の
周
王
�
と
そ
の
儀
禮
﹂
第
一
4
﹁
西
周
�
に
お
け
る
祭
祀
儀
禮
の
展
開
と
そ
の
背
景
﹂
で
は
︑﹁
西
周
金
�
よ
り
見
出

せ
る
﹃
禮
制
改
革
﹄﹂
(二
一
三
頁
)
!
後
の
時
代
︑
す
な
わ
ち
西
周
!
�
〜
中
�
!
<

(武
王
�
〜
穆
王
�
!
後
)
と
西
周
中
�
後
<
〜
後
�

(共
王
�
!
後
〜
幽
王
�
)
兩
時
代
の
儀
禮
の
樣
相
と
そ
の
時
代
背
景
が
總
括
さ
れ
る
︒
そ
の
う
え
で
︑﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
僖
公
二
八

(
!
六
三
二
)

年
に
記
錄
さ
れ
た
晉
�
公
へ
の
策
命
︑
あ
る
い
は
莊
公
一
八

(
!
六
七
六
)
年
の
虢
公
・
晉
侯
へ
の
�
禮
が
西
周
�
の
儀
禮
を
引
き
繼
ぐ
も
の

で
あ
り
︑﹁
晉
公
の
よ
う
な
﹃
諸
侯
﹄
や
そ
の
家
臣
た
ち
が
自
ら
を
西
周
�
の
貴
族
に
な
ぞ
ら
え
﹂︑
周
王
に
一
定
の
權
威
を
K
め
る
反
面
︑

﹁
そ
れ
を
自
ら
の
權
威
�
に
利
用
し
て
い
た
﹂
(二
一
九
頁
)
と
の
理
解
が
示
さ
れ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
の
よ
う
な
中
原
諸
侯
と
は
衣
な
り
︑
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邊
境
の
秦
で
は
自
ら
を
周
王
︑
始
祖
を
周
�
王
・
武
王
に
な
ぞ
ら
え
る
言
說
が
確
K
で
き
︑
や
が
て
そ
れ
が
戰
國
�
の
人
々
の
Q
識
へ
と
引
き

繼
が
れ
︑﹁﹃
禮
記
﹄﹃
周
禮
﹄﹃
儀
禮
﹄
と
い
っ
た
形
で
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
禮
�
獻
﹂
(二
二
四
頁
)
へ
と
展
開
し
て
い
く
︒﹁
そ
れ
ぞ

れ
の
�
獻
の
つ
く
ら
れ
た
時
�
や
背
景
な
ど
が
考
慮
さ
れ
ず
に
無
�
作
に
�
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
︑
ま
た
禮
書
や
そ
の
�
釋
な
ど
か
ら
イ

メ
ー
ジ
さ
れ
る
儒
敎
�
理
念
を
!
提
と
し
て
立
論
さ
れ
る
傾
向
﹂
が
あ
る
と
批
Y
し
た
先
行
硏
究
に
對
す
る
著
者
の
解
答
で
あ
ろ
う
が
︑
そ
れ

は
な
お
﹁
展
Z
﹂
(二
二
四
頁
)
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
︒
今
後
の
U
な
る
議
論
が
�
待
さ
れ
る
︒

獻
捷
儀
禮
の
儀
4
の
分
析
を
�
し
て
見
出
さ
れ
た
祭
祀
儀
禮
の
變
�
︑
す
な
わ
ち
會
同
型
儀
禮
か
ら
册
命
儀
禮
へ
の
變
�
を
め
ぐ
る
議
論
は
︑

儀
禮
の
場
の
變
�
︑
參
加
者
・
賜
與
品
の
變
�
の
議
論
へ
と
變
奏
を
繰
り
[
し
︑
�
違
第
一
4
の
總
括
へ
と
收
斂
し
て
ゆ
く
︒
こ
れ
ら
一
連
の
議

論
は
︑﹁
本
來
は
册
命
儀
禮
の
﹃
出
現
﹄
を
劃
�
と
す
る
!
<
�
・
後
<
�
の
二
�
區
分
の
方
が
]
切
な
の
で
あ
る
が
﹂
(一
九
頁
)
と
著
者
が
吿

白
し
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
禮
制
改
革
﹂
に
よ
っ
て
西
周
�
が
!
�
〜
中
�
!
<

(武
王
�
〜
穆
王
�
!
後
)
と
中
�
後
<
〜
後
�

(共
王
�
!
後
〜
幽

王
�
)
に
二
分
さ
れ
る
と
い
う
二
�
區
分
論
�
發
想
を
基
本
と
し
て
い
る
︒
い
ま
︑
各
違
の
議
論
を
こ
の
二
�
區
分
に
卽
し
て
圖
式
�
す
れ
ば
︑

!
<
�

後
<
�

第
一
違

獻
捷
儀
禮

↓

獻
捷
儀
禮

神
靈
・
祖
靈
へ
の
祭
祀

(會
同
型
儀
禮
)

-
君
へ
の
報
功
と
賞
賜

-
君
へ
の
報
功
と
賞
賜

第
二
違

鶏
京

↓

鶏
・
周
康
宮

第
四
違

寶
貝
類

↓

車
O
類

第
六
違

高
位
貴
族
の
任
命
儀
禮

↓

册
命
儀
禮
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と
な
り
︑
第
三
違
の
周
怨
宮
︑
第
五
違
の
�
歷
が
こ
の
兩
<
�
を
つ
な
ぐ
C
渡
�
性
格
を
も
つ
も
の
と
位
置
附
け
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
西
周

を
!
<
�
と
後
<
�
に
分
か
ち
︑
兩
者
の
閒
に
C
渡
�
時
�
を
想
定
す
る
發
想
は
︑
册
命
儀
禮
の
出
現
を
劃
�
と
し
て
い
る
こ
と
が
示
す
よ
う

に
︑
貝
塚
茂
樹
の
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
貝
塚
の
時
�
區
分
は
︑

西
周
初
�
：
武
王
・
成
王
・
康
王

西
周
中
�
：
昭
王
・
穆
王

西
周
後
�
：
共
王
・
懿
王
・
孝
王
・
夷
王
・
厲
王
・
宣
王
・
幽
王

と
示
す
こ
と
が
で
き
る
が
︑﹁
周
康
王
末
年
か
ら
昭
王
・
穆
王
時
代
に
か
け
て
製
作
さ
れ
た
一
類
の
金
�
が
あ
り
︑
兩
<
�
金
�
を
繫
ぐ
C
渡

�
な
性
質
を
多
く
保
*
し
て
い
る
か
ら
︑
西
周
中
�
金
�
と
し
て
一
項
を
立
て
得
る(1

)
﹂
と
営
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
そ
れ
は
西
周
!
<
�
の
﹁
寶

貝
賜
與
形
式
金
�
﹂
と
後
<
�
の
﹁
官
職
車
O
策
命
形
式
金
�
﹂
を
指
標
と
し
た
二
�
區
分
の
變
形
で
あ
っ
た(2

)
︒
本
書
の
議
論
は
︑
貝
塚
が
指

摘
し
た
金
�
形
式
の
變
�
を
會
同
型
儀
禮
か
ら
册
命
儀
禮
へ
と
い
う
祭
祀
儀
禮
の
變
�
に
讀
み
替
え
よ
う
と
す
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
︒

�
違
第
一
4
の
總
括
に
お
い
て
︑
西
周
の
!
<
�
は
︑

周
王
-
催
に
よ
る
祭
祀
・
殷
見
・
射
禮
な
ど
︑
下
_
貴
族
や
官
`
か
ら
﹁
邦
君
・
諸
侯
﹂・
戎
夷
の
長
に
至
る
ま
で
幅
廣
い
身
分
層
の
參

加
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
﹁
會
同
型
儀
禮
﹂
が
盛
行
さ
れ
た
時
�

(二
一
二
頁
)

と
總
括
さ
れ
て
い
る
︒
會
同
型
儀
禮
を
﹁
幅
廣
い
身
分
層
の
參
加
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
﹂
も
の
と
說
�
し
て
い
る
が(3

)
︑
こ
の
說
�
は
﹁
會
同
﹂

の
定
義
と
し
て
は
曖
昧
で
あ
る
︒﹁
會
同
﹂
の
語
は
﹃
詩
經
﹄
小
b
・
南
*
嘉
魚
之
什
・
車
攻
﹁
赤
芾
金
舄
︑
會
同
*
繹
﹂
に
み
え
︑
毛
傳
は

こ
れ
に
﹁
時
見
曰
會
︑
殷
見
曰
同
﹂
と
の
�
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
︒
時
會
と
は
諸
侯
の
臨
時
の
�
會
︑
殷
見
と
は
諸
侯
の
大
會
同
の
謂
で
︑

﹃
周
禮
﹄
に
は
時
會
・
殷
同
の
語
も
み
え
る(4

)
︒
靑
銅
器
銘
を
中
心
�
料
と
す
る
本
書
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
︑
�
獻
�
料
の
定
義
を
無
批
Y
に
用
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い
る
こ
と
に
は
愼
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
︑
靑
銅
器
銘
に
も
﹁
會
﹂
や
﹁
殷
﹂
と
い
っ
た
諸
侯

(四
方
)
會
同
の
記
事
が
殘
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば(5

)
︑
や
は
り
﹁
會
同
﹂
の
參
加
者
に
は
も
う
少
し
嚴
密
な
規
定
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒﹁
會
同
型
﹂
と

﹁
型
﹂
の
字
を
附
す
こ
と
で
﹁
會
同
﹂
の
]
用
範
圍
の
擴
大
が
圖
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
︑
そ
の
措
置
は
(
に
︑
會
同
型
儀
禮
の
背
景
に

つ
い
て
の
考
察
を
不
充
分
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

會
同
型
儀
禮
に
參
加
す
る
こ
と
の
Q
味
に
つ
い
て
︑
著
者
は
﹁
周
王
�
の
勢
力
が
强
勢
で
あ
っ
た
西
周
!
�
・
中
�
に
は
︑
周
王
の
-
催
す

る
祭
祀
へ
の
參
加
は
貴
族
に
と
っ
て
名
譽
で
あ
り
記
念
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
西
周
中
�
に
お
い
て
は
大
禮
な
ど
の
儀

禮
の
施
行
が
貴
族
の
歡
心
を
得
る
た
め
の
手
段
と
な
り
え
て
い
た
﹂
と
営
べ
て
い
た(6

)
︒
儀
禮
へ
の
參
加
を
う
な
が
す
動
機
が
﹁
記
念
﹂﹁
歡
心
﹂

あ
る
い
は
﹁
名
譽
﹂
に
求
め
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
そ
の
儀
禮
の
參
加
者
へ
の
賜
與
品
も
ま
た
一
義
�
に
は
﹁
記
念
﹂
や

﹁
名
譽
﹂
に
關
わ
る
も
の
と
>
價
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
︒
西
周
!
<
�
を
特
N
づ
け
る
寶
貝
類
が
﹁
產
地
や
事
件
を
記
念
し
︑

元
々
の
�
*
者
で
あ
る
-
君
の
宗
敎
�
權
威
を
象
N
す
る
性
質
を
持
つ
﹂
と
>
價
さ
れ
︑
あ
る
い
は
�
違
第
一
4
に
﹁
參
加
者
へ
の
賜
與
品
と

し
て
は
︑
賜
與
す
る
側
の
-
君
や
賜
與
の
契
機
と
な
っ
た
出
來
事
を
象
N
す
る
貝
類
な
ど
が
好
ま
れ
た
﹂
(二
一
二
頁
)
と
営
べ
る
よ
う
に
︑
賜

與
品
と
し
て
の
寶
貝
類
に
﹁
記
念
﹂
性
や
﹁
象
N
﹂
性
が
求
め
ら
れ
る
の
は
︑
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の

﹁
記
念
﹂
や
﹁
名
譽
﹂
と
い
っ
た
語
彙
は
鋭
時
代
�
な
も
の
で
あ
り
︑
西
周
!
<
�
の
會
同
型
儀
禮
の
背
景
を
說
�
す
る
槪
念
と
し
て
は
い
さ

さ
か
力
不
足
で
あ
る
︒

思
う
に
︑
著
者
が
議
論
の
端
緖
を
見
出
し
た
獻
捷
儀
禮
と
は
︑
征
O
活
動
の
捕
虜
・
鹵
獲
品
あ
る
い
は
領
土
が
周
王
の
も
と
へ
と
集
積
さ
れ

る
儀
禮
で
あ
っ
た
が
︑
こ
れ
ら
の
捕
虜
・
鹵
獲
品
・
領
土
は
そ
の
後
︑
例
え
ば
小
盂
鼎
と
同
じ
く
盂
の
作
器
に
か
か
る
大
盂
鼎
銘
﹁
賜
汝
邦
迎

四
伯
︑
人
鬲
自
馭
至
于
庶
人
六
百
印
五
十
印
九
夫
︑
賜
夷
迎
王
臣
十
印
三
伯
︑
人
鬲
千
印
五
十
夫

(汝
に
邦
迎
四
伯
︑
人
鬲
の
馭
よ
り
庶
人
に
至
る

六
百
印
五
十
印
九
夫
を
賜
う
︒
夷
迎
王
臣
十
印
三
伯
︑
人
鬲
千
印
五
十
夫
を
賜
う
)
﹂
の
賜
與
︑
あ
る
い
は
宜
侯
夨
簋
銘
が
記
錄
す
る
封
円
な
ど
を
�
じ

て
周
王
の
臣
下
た
ち
に
再
分
�
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒﹁
お
そ
ら
く
は
南
征
を
�
じ
た
周
王
�
の
領
域
擴
大
の
失
敗
な
ど
に
よ
る
周
王
の
權
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威
の
低
下
﹂
と
著
者
も
営
べ
て
い
た
よ
う
に(7

)
︑
西
周
!
<
�
の
王
�
權
力
は
︑
征
O
活
動
に
よ
る
捕
虜
・
鹵
獲
品
・
領
土
の
集
積
︑
さ
ら
に
は

そ
の
再
分
�
に
よ
っ
て
�
�
�
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
︑
そ
の
征
O
活
動
は
昭
王
の
南
征
失
敗

(あ
る
い
は
戰
死
)
を
象
N
�
出
來
事
と
し
て

收
束
・
�
焉
へ
と
向
か
っ
て
い
く
︒
獻
捷
儀
禮
な
ど
に
含
ま
れ
る
燎
や
禘
・
芸
・
鯨
︑
あ
る
い
は
鶏
京
で
の
狩
獵
の
禮

(大
禮
)
や
漁
禮

(漁

撈
の
禮
)
の
多
く
が
殷
王
の
田
獵
・
h
征
な
ど
に
か
か
わ
る
儀
禮
を
引
き
繼
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
︑
西
周
王
�
の
h
征
活
動
の
收

束
・
�
焉
は
そ
れ
ら
の
諸
儀
禮
の
必
%
性
を
減
少
さ
せ
︑
ひ
い
て
は
そ
れ
ら
の
儀
禮
へ
の
參
加
者
が
再
分
�
さ
れ
る
べ
き
權
益

(分
!
)
に
與

る
機
會
を
奪
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒﹁
貴
族
﹂
た
ち
の
﹁
歡
心
﹂︑
あ
る
い
は
彼
ら
を
惹
き
つ
け
て
い
た
﹁
魅
力
﹂
と
は
︑
こ
の
權
益

(分
!
)
の
再
分
�
に
與
る
機
會
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

西
周
後
<
�
︑
貝
塚
の
い
う
﹁
官
職
車
O
策
命
形
式
金
�
﹂
の
時
代
に
王
�
の
權
力
�
�
を
さ
さ
え
た
の
が
册
命
儀
禮
で
あ
り
︑
そ
の
盛
行

の
背
景
と
し
て
︑
著
者
は
﹁
貴
族
自
身
︑
U
に
は
そ
の
臣
下
や
屬
官
へ
の
官
職
・
職
事
の
任
命
を
�
じ
て
︑
よ
り
現
實
�
な
權
益
を
求
め
る
よ

う
に
な
っ
た
﹂
と
の
理
解
を
示
し
て
い
た(8

)
︒
先
に
営
べ
た
よ
う
に
︑
會
同
型
儀
禮
を
さ
さ
え
て
い
た
の
が
捕
虜
・
鹵
獲
品
・
領
土
の
集
積
・
再

分
�
の
囘
路
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
權
益

(分
!
)
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
︑
こ
の
册
命
儀
禮
を
さ
さ
え
て
い
た
﹁
よ
り
現
實
�
な
權
益
﹂
と
は
一

體
何
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
P
命
者
と
そ
の
﹁
推
薦
者
・
介
添
え
役
﹂
(二
一
三
頁
)
で
あ
る
右
者
と
の
關
係
に
つ
い
て
︑
著
者
は

﹁
右
者
と
P
命
者
と
が
瓜
屬
關
係
に
あ
る
︑
も
し
く
は
册
命
が
き
っ
か
け
で
瓜
屬
關
係
が
結
ば
れ
る
﹂
(一
九
六
頁
)
と
考
え
よ
う
と
し
て
お
り
︑

P
命
者
に
賜
與
さ
れ
る
車
O
類
に
つ
い
て
は
︑﹁
P
命
者
の
職
事
の
象
N
と
な
り
︑
U
に
場
合
に
よ
っ
て
一
族
の
功
勞
の
象
N
と
し
て
の
價
値

が
附
加
さ
れ
て
い
く
と
い
う
性
質
﹂
(一
二
八
頁
)
が
あ
る
と
-
張
し
て
い
る
︒
著
者
の
-
張
は
必
ず
し
も
學
界
i
體
に
共
*
さ
れ
て
い
る
も
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
P
命
者
と
右
者
と
の
關
係
︑
あ
る
い
は
P
命
者
が
賜
與
さ
れ
る
﹁
象
N
﹂
た
る
車
O
類
に
か
か
わ
る

議
論
は
︑﹁
よ
り
現
實
�
な
權
益
﹂
と
必
ず
し
も
う
ま
く
結
び
つ
い
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

す
で
に
說
か
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
册
命
と
は
周
王
�
・
王
家
に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
職
掌
の
個
別
�
・
水
j
�
分
掌
を
命
ず
る
儀
禮
で
あ

る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
P
命
者
に
命
ぜ
ら
れ
た
職
掌
は
︑
そ
の
世
襲
�
傾
向
と
も
あ
い
ま
っ
て
︑
P
命
者
の
管
領
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
可
能
性
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を
は
ら
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
︒
周
王
の
土
地
に
か
か
わ
る
册
命
を
取
り
上
げ
た
の
ち
︑
伊
�
k
治
は
H
の
よ
う
に
言
葉
を
續
け
て
い
る
︒

こ
れ
ら
西
周
後
<
に
お
け
る
册
命
賜
與
形
式
と
よ
ば
れ
る
金
�
に
あ
ら
わ
れ
る
官
職
へ
の
任
命
は
︑
實
は
︑
西
周
王
�
に
と
っ
て
︑
重
大

な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
た
の
で
あ
る
︒
卽
ち
王
直
l
地
が
H
第
に
貴
族
層
の
手
に
掌
握
さ
れ
る
危
險
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
⁝
⁝
土
地
を

は
じ
め
︑
權
力
は
*
力
貴
族
の
手
に
歸
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う(9

)
︒

伊
�
の
い
う
よ
う
に
︑
册
命
儀
禮
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
﹁
現
實
�
な
權
益
﹂
と
は
︑
P
命
者
に
命
ぜ
ら
れ
た
職
掌
か
ら
發
生
し
︑
P
命
者
の

﹁
手
に
掌
握
さ
れ
る
﹂
で
あ
ろ
う
土
地
の
管
領
權
な
ど
の
權
益
の
謂
い
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か(10

)
︒

い
さ
さ
か
儀
禮
の
背
景
に
あ
る
權
益
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
い
わ
ば
上
部
�
�
た
る
儀
禮
の
背
景
と
し
て
︑
そ
の
儀
禮
を
さ

さ
え
る
權
益
の
�
�
に
關
心
を
拂
う
べ
き
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
以
外
に
も
︑
た
と
え
ば
殷
�
�
�
%
素
の
衰
=
な
ど(11

)
︑
祭
祀
儀
禮

の
變
�
の
背
景
と
し
て
考
慮
す
べ
き
問
題
は
數
多
く
あ
る
だ
ろ
う(12

)
︒

本
書
の
議
論
は
西
周
を
!
<
�
と
後
<
�
に
分
か
と
う
と
す
る
二
�
區
分
論
�
發
想
を
基
本
と
し
て
い
た
が
︑
そ
れ
と
同
時
に
著
者
は
こ
の

兩
<
�
を
つ
な
ぐ
C
渡
�
に
も
�
Q
を
は
ら
お
う
と
す
る
︒
第
三
違
で
議
論
さ
れ
る
周
怨
宮
は
︑
會
同
型
儀
禮
が
執
り
お
こ
な
わ
れ
た
鶏
京
と

册
命
儀
禮
が
執
り
お
こ
な
わ
れ
た
周
康
宮
諸
宮
を
つ
な
ぐ
︑﹁
C
渡
�
を
體
現
す
る
宮
﹂
と
>
價
さ
れ
て
い
た
︒
著
者
は
︑
鶏
京
を
豐
鎬
A
址

一
帶
の
宗
周
に
8
い
鶏
の
地
に
�
營
さ
れ
た
祭
祀
の
中
心
地
︑
周
怨
宮
と
は
扶
風
縣
・
岐
山
縣
一
帶
の
周
の
地
に
怨
た
に
�
營
さ
れ
た
祭
祀
施

設
と
考
え
て
い
る
か
ら
︑
鶏
京
か
ら
周
怨
宮

(さ
ら
に
は
周
康
宮
諸
宮
)
へ
の
祭
祀
儀
禮
の
場
の
變
�
は
︑
よ
り
大
局
�
に
は
王
�
の
祭
祀
・
政

治
の
中
心
地
が
宗
周
か
ら
西
方
の
周
へ
と
移
動
し
た
こ
と
を
Q
味
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
︒
周
怨
宮
は
﹁
共
王
の
頃
に
儀
禮
の
場
と
し
て
金
�
中

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
そ
の
孫
の
夷
王
の
頃
ま
で
は
�
用
さ
れ
て
﹂
い
た
と
さ
れ
る
が
︑
こ
の
時
�
は
王
�
の
征
O
活
動
が
收
束
・
�
焉

す
る
時
�
で
も
あ
っ
た
︒
征
O
活
動
の
收
束
・
�
焉
か
ら
册
命
儀
禮
の
時
代
へ
の
變
�
は
︑
祭
祀
・
政
治
の
中
心
地
の
移
動
と
ど
の
よ
う
に
關

わ
る
の
で
あ
ろ
う
か(13

)
︒
一
方
︑
第
五
違
で
議
論
さ
れ
る
�
歷
に
つ
い
て
︑
著
者
は
こ
れ
を
﹁
儀
禮
の
場
で
-
君
が
家
臣
や
そ
の
祖
先
の
經
歷
・

功
績
を
囘
T
し
︑
雙
方
の
關
係
を
再
確
K
す
る
﹂
(二
一
三
頁
)
も
の
と
>
價
す
る
︒
祖
先
の
經
歷
・
功
績
が
囘
T
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
︑
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西
周
中
�
が
王
�
の
創
円
か
ら
﹁
相
當
の
世
代
を
經
て
﹂
(一
七
〇
頁
)
い
る
か
ら
だ
と
さ
れ
る
が
︑
�
歷
と
い
う
儀
4
そ
の
も
の
は
︑
本
書
一

四
八
頁
の
一
覽
が
示
す
よ
う
に
︑
早
く
は
殷
後
�
・
西
周
!
�
の
靑
銅
器
銘
に
も
み
え
て
お
り
︑﹁
相
當
の
世
代
﹂
は
�
歷
の
Q
味
を
考
え
る

た
め
の
十
分
條
件
で
は
な
い
︒
(
に
考
慮
す
べ
き
は
︑
�
歷
の
語
が
殷
後
�
か
ら
�
い
續
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
實
で
あ
り
︑
そ
れ
は
殷
代

の
燎
や
禘
・
芸
・
鯨
な
ど
の
儀
4
が
西
周
!
<
�
の
會
同
型
儀
禮
へ
と
引
き
繼
が
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
想
m
さ
せ
る
︒
西
周
�
の
祭
祀
儀
禮
は

こ
の
會
同
型
儀
禮
か
ら
後
<
�
の
册
命
儀
禮
へ
と
變
�
し
て
い
く
が
︑
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
の
は
周
王
臣
下
が
獲
得
す
る
權
益
の
變
�
︑
す
な

わ
ち
捕
虜
・
鹵
獲
品
・
領
土
の
集
積
・
再
分
�
の
囘
路
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
權
益

(分
!
)
か
ら
︑
册
命
儀
禮
に
よ
っ
て
命
ぜ
ら
れ
た
職
掌
か

ら
發
生
す
る
管
領
權
な
ど
へ
と
い
う
權
益
の
變
�
で
あ
り
︑
寶
貝
類
か
ら
車
O
類
へ
の
賜
與
品
の
變
�
で
あ
っ
た
︒
著
者
は
�
歷
と
同
じ
よ
う

に
賞
贊
・
襃
賞
の
Q
味
を
も
つ
六
種
の
語
彙
を
抽
出
し
︑﹁
金
�
上
で
樣
々
な
表
現
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
Q
味
で
︑
�
歷
が
修
辭
�
な
性
質

を
帶
び
た
語
で
あ
る
こ
と
を
示
す
﹂
(一
六
七
頁
)
と
営
べ
て
い
た
が
︑
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑﹁
修
辭
�
﹂
な
語
彙
へ
と
變
質
し
た
�
歷
は
︑

そ
の
變
質
ゆ
え
に
さ
ま
ざ
ま
な
權
益
や
賜
與
品
を
廣
く
指
し
示
す
こ
と
の
で
き
る
鋭
用
性
の
高
い
語
彙
と
な
り
え
た
は
ず
で
あ
る(14

)
︒
そ
れ
が
著

者
の
い
う
﹁
儀
4
や
言
辭
を
一
言
に
集
n
し
た
用
語
﹂
(一
六
九
頁
)
︑
あ
る
い
は
﹁
金
�
上
で
の
一
種
の
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
﹂
(一
七
〇
頁
)

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︒
會
同
型
儀
禮
か
ら
册
命
儀
禮
へ
の
變
�
が
)
行
し
つ
つ
あ
っ
た
西
周
中
�
こ
そ
︑
こ
の
よ
う
な
屬
性
を
も
つ
�
歷

の
語
が
必
%
と
さ
れ
た
時
代
で
あ
り
︑
や
が
て
册
命
儀
禮
の
儀
4
の
確
立
と
と
も
に
�
歷
の
語
は
そ
の
役
割
を
�
え
て
い
く
の
だ
ろ
う
︒

以
上
︑
本
書
の
議
論
を
紹
介
し
て
き
た
︒
序
論
で
著
者
が
営
べ
て
い
た
よ
う
に
︑
本
書
の
議
論
で
は
出
土
�
字
�
料
た
る
靑
銅
器
銘
が
中
心

�
料
と
さ
れ
︑
東
周
�
を
p
う
�
違
を
除
け
ば
︑
傳
世
�
獻
に
は
補
助
�
�
料
と
し
て
の
地
位
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
︒
靑
銅
器

銘
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
︑﹃
殷
周
金
�
集
成
﹄
(中
華
書
局
︑
一
九
八
四
〜
九
四
年
︑
二
〇
〇
七
年
修
訂
增
補
)
︑﹃
怨
收
殷
周
靑
銅
器
銘
�
曁
器
影

彙
r
﹄
(藝
�
印
書
館
︑
二
〇
〇
六
年
)
︑
あ
る
い
は
﹃
商
周
靑
銅
器
銘
�
曁
圖
宴
集
成
﹄
(上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
一
二
年
)
と
い
っ
た
著
錄
の
著

錄
番
號
・
斷
代
案
︑
さ
ら
に
は
林
巳
奈
夫
﹃
殷
周
時
代
靑
銅
器
の
硏
究

殷
周
靑
銅
器
綜
覽
一
﹄
(吉
川
弘
�
館
︑
一
九
八
四
年
)
の
斷
代
案
が
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附
さ
れ
て
お
り
︑
今
日
の
西
周
�
︑
靑
銅
器
銘
硏
究
の
%
求
水
準
を
閏
分
に
み
た
し
て
い
る
︒
本
�
中
な
ら
び
に
表
一
﹁
西
周
金
�
に
見
え
る

祭
祀
﹂︑
表
二−

一
﹁
宗
周
�
在
の
儀
禮
の
場
﹂・
表
二−

二
﹁
成
周
�
在
の
儀
禮
の
場
﹂・
表
二−

三
﹁
鶏
京
・
鶏
�
在
の
儀
禮
の
場
﹂・
表
二

−

四
﹁
周
�
在
の
儀
禮
の
場
﹂︑
表
四−

一
﹁
周
王
-
催
に
よ
る
會
同
型
儀
禮
﹂・
表
四−

二
﹁
征
伐
に
關
わ
る
も
の
﹂・
表
四−

三
﹁
册
命
儀

禮
﹂
と
い
っ
た
諸
表
で
提
示
さ
れ
る
關
係
靑
銅
器
銘
は
網
羅
�
で
あ
り
︑
各
靑
銅
器
銘
に
附
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
含
め
て
︑
信
賴
が
お
け
る
も
の

と
な
っ
て
い
る(15

)
︒
た
だ
︑
同
銘
複
數
器
の
p
い
に
ば
ら
つ
き
が
み
ら
れ
︑
さ
ら
に
表
二
の
諸
表
で
は
各
靑
銅
器
銘
の
著
錄
番
號
は
附
さ
れ
て
い

る
も
の
の
︑
斷
代
に
關
わ
る
デ
ー
タ
が
省
略
さ
れ
る
な
ど
︑
本
書
i
體
の
瓜
一
性
は
必
ず
し
も
閏
分
で
は
な
い
︒
靑
銅
器
銘
に
關
わ
る
索
引
を

つ
く
り
︑
各
靑
銅
器
銘
の
著
錄
番
號
・
斷
代
案
︑
な
ら
び
に
本
書
で
の
引
用
頁
數
を
一
括
し
て
示
す
工
夫
が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
だ
ろ
う
︒

か
つ
て
吉
本
k
b
は
戰
後
日
本
の
靑
銅
器
硏
究
者
を
三
世
代
に
分
け
て
說
�
し
た
こ
と
が
あ
る(16

)
︒
第
一
世
代
は
貝
塚
茂
樹
や
白
川
靜
︑
第
二

世
代
は
伊
�
k
治
・
松
丸
k
雄
・
�
口
隆
康
・
林
巳
奈
夫
︒
そ
し
て
第
二
世
代
の
直
接
の
薰
陶
を
う
け
て
育
っ
た
第
三
世
代
に
は
︑
木
村
秀

海
・
吉
本
k
b
・
豐
田
久
・
j
㔟
隆
郞
・
武
者
違
や
>
者
松
井
ら
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
︒
著
者
佐
�
信
彌
は
︑
關
西
學
院
大
學

で
故
木
村
秀
海
に
育
て
ら
れ
︑
吉
本
k
b
ら
が
-
催
し
た
﹁
禮
記
王
制
友
の
會
﹂﹁
一
字
千
金
の
會
﹂
に
參
加
し
て
硏
究
を
續
け
て
き
た
︒
ま

た
現
在
は
﹁
殷
周
�
硏
究
會

(
漢
字
學
硏
究
會
)
﹂
の
中
心
メ
ン
バ
ー
と
し
て
﹃
漢
字
學
硏
究
﹄
の
發
行
を
さ
さ
え
る
︑
ま
さ
に
第
四
世
代
と
呼

ぶ
べ
き
怨
た
な
世
代
を
代
表
す
る
硏
究
者
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
怨
た
な
世
代
の
硏
究
が
世
に
問
わ
れ
︑
そ
の
紹
介
に
關
わ
り
得
た
こ
と
を
喜

ぶ
と
と
も
に
︑
彼
ら
怨
世
代
の
活
{
に
�
待
し
つ
つ
︑
書
>
子
と
し
て
の
責
を
ふ
さ
ぐ
こ
と
と
し
た
い
︒

�(1
)

『貝
塚
茂
樹
著
作
集
﹄
第
四
卷

(中
央
公
論
社
︑
一
九
七
七
年
)

一
二
六
頁
︒
初
出
は
﹃
中
國
古
代
�
學
の
發
展
﹄
(弘
�
堂
︑
一
九

四
六
年
︒

(2
)

西
周
�
の
時
�
區
分
に
つ
い
て
は
︑
松
井
﹁
西
周
�
の
時
�
區
分
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に
つ
い
て
﹂
(﹃
�
窓
﹄
六
八
︑
二
〇
一
一
年
)
を
參
照
︒

(3
)

本
書
三
八
頁
に
は
﹁
周
王
の
-
催
に
よ
っ
て
貴
族
た
ち
が
一
堂
に

會
し
て
施
行
さ
れ
る
﹃
會
同
型
儀
禮
﹄﹂
と
の
發
言
も
あ
っ
た
︒

(4
)

『
周
禮
﹄
秋
官
・
大
行
人
﹁
春
�
諸
侯
而
圖
天
下
之
事
︑
秋
覲
以

比
邦
國
之
功
︑
夏
宗
以
陳
天
下
之
謨
︑
冬
~
以
協
諸
侯
之
慮
︒
時
會

以
發
四
方
之
禁
︑
殷
同
以
施
天
下
之
政
﹂︒

(5
)

保
卣
銘
﹁
遘
于
四
方
會
王
大
祀
祐
于
周

(四
方
︑
王
の
大
い
に
周

に
祀
祐
す
る
に
會
す
る
に
遘
う
)﹂︑
臣
辰
�
銘
﹁
王
命
士
上
眔
�
寅

殷
于
成
周

(王
︑
士
上
と
�
寅
と
に
命
じ
て
︑
成
周
に
殷
せ
し
む
)﹂

な
ど
︒

(6
)

會
同
型
儀
禮
衰
=
の
原
因
は
︑
こ
れ
を
(
轉
す
れ
ば
よ
い
わ
け
で
︑

﹁
西
周
中
�
後
<
か
ら
後
�
に
か
け
て
お
そ
ら
く
王
�
の
勢
力
が
衰

=
し
︑
周
王
の
政
治
�
權
力
や
宗
敎
�
權
威
が
低
下
し
て
い
く
に
:

い
︑
こ
れ
ら
の
祭
祀
は
貴
族
の
求
心
力
を
得
る
た
め
の
手
段
と
し
て

は
成
立
し
得
な
く
な
り
︑
廢
れ
て
い
っ
た
﹂
(四
二
頁
)︑
あ
る
い
は

﹁
周
王
�
の
求
心
力
の
低
下
に
よ
り
︑
H
第
に
貴
族
の
側
が
そ
の
よ

う
な
儀
禮
に
參
加
す
る
こ
と
に
魅
力
を
感
じ
な
く
な
り
﹂
(七
七
頁
)

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒

(7
)

�
違
第
一
4
の
﹁
昭
王
�
!
後
の
南
征
の
頓
挫
に
よ
り
︑
そ
れ
ま

で
は
擴
大
傾
向
に
あ
っ
た
周
王
�
の
領
域
が
現
狀
維
持
か
縮
小
に
轉

じ
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
周
王
の
權
力
・
權
威
が
損
な
わ
れ
た
た
め
﹂

(二
一
三
頁
)
と
い
う
發
言
も
ま
た
同
じ
趣
旨
で
あ
る
︒

(8
)

本
書
七
七
頁
に
は
﹁
册
命
儀
禮
の
よ
う
な
具
體
�
な
權
益
﹂︑
二

〇
四
頁
に
は
﹁
周
王
に
よ
る
任
命
を
�
じ
た
權
益
﹂
と
い
う
表
現
も

み
え
て
い
た
︒

(9
)

伊
�
k
治
﹃
中
國
古
代
國
家
の
荏
�
�
�
﹄
(中
央
公
論
社
︑
一

九
八
七
年
)
附
論
二
﹁
西
周
王
�
の
�
�
と
特
色
﹂
三
九
五
頁
︒

(10
)

第
六
違
�
四
六
に
は
︑
右
者
の
�
定
に
か
か
わ
っ
て
︑﹁
王
家
に

關
す
る
任
命
は
結
局
の
と
こ
ろ
王
の
家
產
の
權
益
を
貴
族
に
分
�
す

る
こ
と
を
Q
味
し
た
﹂
(二
一
一
頁
)
と
の
指
摘
が
あ
る
︒

(11
)

西
周
中
頃
に
殷
�
�
�
を
代
表
す
る
靑
銅
酒
器
が
@
滅
し
て
い
く

こ
と
は
︑
小
澤
正
人
・
谷
豐
信
・
西
江
淸
高
﹃
中
國
の
考
古
學
﹄

(同
成
社
︑
一
九
九
九
年
)
一
六
二
頁
な
ど
に
指
摘
が
あ
る
︒
ま
た

ロ
ー
タ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン

(吉
本
k
b
譯
)

﹃
周
代
中
國
の
社
會
考
古
學
﹄
(京
都
大
學
學
�
出
版
會
︑
二
〇
〇
六

年
)
は
︑
西
周
中
�
の
靑
銅
器
に
お
い
て
殷
m
源
の
動
物
モ
チ
ー
フ

が
﹁
純
粹
な
�
樣
﹂
へ
變
容
す
る
こ
と
に
つ
い
て
︑﹁
動
�
で
狂
暴

で
さ
え
あ
る
身
振
り
を
中
心
と
す
る
﹃
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
�
な
﹄
儀
禮

か
ら
︑
怨
し
い
ず
っ
と
形
式
�
さ
れ
た
﹃
ア
ポ
ロ
�
﹄
性
格
の
儀
式

へ
と
い
う
︑
祖
先
崇
拜
の
領
域
に
お
け
る
根
本
�
な
宗
敎
�
轉
囘
を

�
示
す
る
﹂
(四
八
頁
)
と
指
摘
し
て
い
る
︒

(12
)

た
と
え
ば
︑
角
k
亮
介
﹃
西
周
王
�
と
そ
の
靑
銅
器
﹄
(六
一
書

�
︑
二
〇
一
四
年
)
第
三
違
﹁
西
周
王
�
と
靑
銅
器
﹂
は
︑
西
周
中

�
か
ら
後
�
に
か
け
て
靑
銅
器
窖
藏
が
出
現
す
る
こ
と
を
︑﹁
靑
銅

彜
器
が
祭
禮
の
場
で
の
�
用
に
强
く
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
を
Q
味
し
﹂︑
そ
れ
は
﹁
王
�
秩
序
の
再
�
築
の
試
み
で
あ
っ
た
﹂

(一
七
八
頁
)
と
-
張
す
る
︒

(13
)

角
k
亮
介
!
揭
書
・
第
三
違
第
三
4
﹁
周
原
と
宗
周
﹂
は
︑
宗
周

と
周
を
同
一
地
と
考
え
︑
そ
の
地
Z
を
扶
風
縣
・
岐
山
縣
一
帶
の
周

原
の
地
に
求
め
て
い
る
︒
ま
た
確
言
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
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鶏
京
の
地
Z
も
ま
た
陝
西
省
扶
風
縣
・
岐
山
縣
一
帶
に
︑
求
め
ら
れ

て
い
る
︒
王
�
の
政
治
・
祭
祀
の
中
心
地
が
豐
鎬
A
址
一
帶
か
ら
扶

風
縣
・
岐
山
縣
一
帶
へ
と
移
動
し
た
の
か
︑
あ
る
い
は
周
原
の
地
の

性
格
が
變
�
し
て
い
く
の
か
︑
今
後
の
さ
ら
な
る
議
論
が
必
%
で
あ

ろ
う
︒

(14
)

殷
�
な
﹁
事
﹂
槪
念
が
周
�
な
﹁
迎
﹂
槪
念
に
置
き
奄
え
ら
れ
︑

﹁
事
﹂
が

�
名
詞
�
し
て
い
く
こ
と
も
︑
こ
れ
と
竝
行
し
た
現
象

と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
松
井
﹃
周
代
國
制
の
硏
究
﹄
(
�
古
書
院
︑
二

〇
〇
二
年
)
第
二
部
・
第
二
違
﹁
西
周
の
官
制
﹂
を
參
照
︒

(15
)

>
者
が
氣
づ
い
た
�
�
を
以
下
に
擧
げ
て
お
く

(た
だ
し
︑
銘
�

釋
�
の
衣
同
に
つ
い
て
は
︑
こ
こ
で
は
觸
れ
な
い
)︒
四
一
頁
：
多

友
鼎

集
成
二
八
五
三
↓
二
八
三
五
︑
五
六
頁
：
十
三
年
劇
壼

集

成
九
七
二
二
↓
九
七
二
三
︑
六
八
頁
：
麥
方
鼎

集
成
二
六
〇
七
↓

二
七
〇
六
︑
一
三
九
頁
：
斤
鼎

集
成
四
〇
二
〇
↓
斤
簋
︒

(16
)

吉
本
k
b
﹁
書
>
﹃
周
代
國
制
の
硏
究
﹄﹂
(﹃
�
窓
﹄
六
〇
︑
二

〇
〇
三
年
)︒
ロ
ー
タ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン

(吉
本
k
b
譯
)
!
揭
書
﹁
解
說
﹂
に
も
同
じ
よ
う
な
記
営
が
あ
る
︒

二
〇
一
四
年
三
	

京
都

�
友
書
店

二
二
糎

二
四
二
頁

六
〇
〇
〇
圓+

稅

[附
記
]

こ
の
閒
︑
佐
�
信
彌
著
﹃
周

︱
︱
理
想
化
さ
れ
た
古
代
王
�
﹄︵
中
�
怨
書
︑
二
〇
一
六
年
︶
が
刊
行
さ
れ
た
︒
本
書
は
周
王
�
の
ß
�
!
後
か
ら

そ
の
�
焉
に
至
る
ま
で
の
n
八
〇
〇
年
閒
を
扱
う
が
︑
そ
の
う
ち
の
西
周
�
に
は
︑﹁
創
業
の
時
代
︱
︱
西
周
!
<
�
Ⅰ
﹂︑﹁
周
王
�
の
最
�
�

︱
︱
西
周
!
<
�
Ⅱ
﹂︑﹁
變
わ
る
禮
制
と
政
治
體
制
︱
︱
西
周
後
<
�
Ⅰ
﹂︑﹁
暴
君
と
權
臣
た
ち
︱
︱
西
周
後
<
�
Ⅱ
﹂
の
四
章
が
割
り
當
て
ら

れ
て
い
る
︒
本
書
評
で
紹
介
し
た
よ
う
に
︑
著
者
の
議
論
は
西
周
を
!
<
�
と
後
<
�
に
分
か
つ
二
�
區
分
論
�
發
想
を
基
本
と
し
て
い
た
が
︑
本

書
の
記
�
は
ま
さ
に
そ
の
時
�
區
分
に
整
合
�
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
就
い
て
參
照
さ
れ
た
い
︒
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