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中
国
研
究
集
刊 

称
号
（
総
六
十
号
記
念
号
）
平
成
二
十
七
年
六
月　

一
九
七
︱
二
一
二
頁

神
儒
の
分
水
嶺

︱
死
穢
と
孝
と
︱

黑
田
秀
教

序
現
代
の
日
本
に
お
い
て
、
儒
教
の
要
素
が
神
道
の
中
に
色
濃
く

見
ら
れ
る
こ
と
は
、
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
特
に
神

道
に
よ
る
喪
祭
礼
で
あ
る
神
葬
祭
は
、
江
戸
時
代
に
朱
子
『
家

礼
』
を
参
考
と
し
て
急
速
に
発
展
し
た
も
の
で
あ
り
、
随
所
に
儒

葬
の
痕
跡
を
遺
し
て
い
る
。
一
方
、
儒
教
も
ま
た
現
在
の
湯
島
聖

堂
が
神
道
に
よ
る
釈
奠
儀
礼
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
、
や
は
り
神

道
に
依
拠
す
る
形
で
現
代
日
本
に
生
き
残
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

儒
教
は
神
道
と
の
親
和
性
が
極
め
て
高
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
儒
教
の
仏
教
に
対
す
る
姿
勢
と

照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
尚
明
瞭
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
儒
者

は
仏
教
に
つ
い
て
、
そ
の
教
理
の
み
な
ら
ず
存
在
意
義
そ
の
も
の

を
否
定
し
て
い
く
。
と
こ
ろ
が
神
道
に
対
し
て
は
、
神
道
に
批
判

的
な
儒
者
で
あ
っ
て
も
、
せ
い
ぜ
い
が
神
道
で
説
く
こ
と
は
儒
教

の
中
に
内
包
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
神
道
を
儒
教
の
下
位
に
並
べ

る
程
度
で
あ
る
。
例
え
ば
、
儒
者
と
し
て
神
道
批
判
を
行
っ
た
代

表
的
存
在
で
あ
ろ
う
室
鳩
巣
は
、
崎
門
に
あ
っ
て
神
儒
を
兼
習
し

た
遊
佐
木
斎
と
書
翰
を
交
わ
し
神
儒
論
争
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ

の
鳩
巣
で
あ
っ
て
も
次
の
よ
う
に
歯
切
れ
が
悪
い
。

も
し
そ
れ
聖
人
の
道
に
合
せ
ば
、
則
ち
神
道
も
ま
た
儒
な

り
。
そ
の
称
し
て
道
と
な
す
は
、
な
ほ
堯
舜
の
道
、
文
武
の

道
と
曰
ふ
が
ご
と
し
（
注
1
）
。
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今
の
い
は
ゆ
る
神
道
な
る
も
の
は
、
知
ら
ず
、
聖
人
の
道
と

同
じ
き
か
、
異
な
れ
る
か
を
。
然
る
に
そ
の
書
は
、
幽
隠
の

言
多
く
し
て
、
明
白
の
訓
少
な
く
、
神
気
の
説
を
進
め
て
、

理
義
の
論
を
退
く
。
則
ち
直
清
（
＝
鳩
巣
）、
未
だ
そ
の
儒

に
同
じ
く
し
て
老
に
異
な
れ
る
を
、
信
ぜ
ざ
る
な
り
。
易
に

曰
く
、「
差
も
し
毫
釐
な
ら
ば
、
謬
る
に
千
里
を
以
て
す
」

と
。
そ
の
幾
、
審
ら
か
に
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
（
注
2
）
。

鳩
巣
は
書
翰
中
に
お
い
て
、
己
は
神
道
を
未
だ
嘗
て
学
ば
ざ
る

こ
と
、
神
道
に
つ
い
て
周
知
し
て
い
な
い
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ

て
い
る
。
そ
し
て
、
神
道
に
関
す
る
書
物
の
言
葉
遣
い
や
理
気
論

の
取
り
扱
い
が
気
に
な
る
が
故
に
、
神
道
が
儒
教
と
完
全
に
一
致

す
る
や
否
や
の
判
断
が
つ
か
ず
、
よ
っ
て
儒
教
以
上
に
神
道
を
重

視
す
る
こ
と
に
は
疑
義
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
言
う
の
で
あ

る
。
要
す
る
に
、
迂
遠
な
言
い
回
し
に
よ
っ
て
し
か
神
道
批
判
を

行
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
裏
返
せ
ば
、
神
道
が
儒
教

に
違
う
こ
と
を
明
確
に
論
証
し
難
い
と
い
う
こ
と
に
起
因
す
る
の

で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
神
道
に
対
し
て
批
判
的
な
儒
者
で
あ
っ
て

も
、
儒
教
と
神
道
と
が
全
く
「
異
質
」
な
も
の
で
あ
る
と
は
、
明

暸
に
論
じ
な
い
。
し
か
し
、
神
道
と
は
日
本
の
習
俗
に
基
づ
く
も

の
で
あ
り
、
儒
教
と
は
漢
土
の
習
俗
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
以

上
、
本
質
的
に
「
異
質
」
な
要
素
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。

果
た
し
て
神
道
と
儒
教
と
は
全
く
齟
齬
を
来
た
さ
ず
融
合
で
き

る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
か
け
は
、
儒
教
は
日
本
の

習
俗
と
如
何
ほ
ど
ま
で
に
親
和
性
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
儒
教
が
日
本
に
お
い
て
展
開

す
る
に
あ
た
り
、
日
本
の
習
俗
の
中
で
も
重
要
な
概
念
で
あ
る
死

穢
に
つ
い
て
、
実
は
全
く
親
和
性
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

を
、
些
か
で
は
あ
る
が
検
討
し
て
い
こ
う
と
思
う
。

一
、「
死
」
の
穢

日
本
に
お
け
る
儒
教
と
死
穢
と
の
関
係
を
考
え
る
前
に
、
日
本

の
死
穢
と
、
そ
の
死
穢
の
観
念
が
具
体
的
に
表
出
し
た
習
俗
で
あ

る
「
忌
」
と
に
つ
い
て
、
そ
の
定
義
や
由
来
を
簡
単
に
確
認
し
て

お
こ
う
。

穢
の
観
念
は
神
道
思
想
の
み
な
ら
ず
、
日
本
思
想
を
語
る
際
に

屡
々
注
視
さ
れ
る
重
要
な
概
念
で
あ
る
。
こ
の
穢
と
い
う
観
念
が

「
死
」
と
密
接
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
は
、
嘗
て
柳
田
国
男
が
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

死
後
の
祭
に
は
、
仏
教
普
及
の
前
か
ら
、
既
に
明
ら
か
に

一
つ
の
制
限
が
付
い
て
居
ま
し
た
。
第
一
に
我
邦
で
は
、
死
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と
い
ふ
こ
と
は
穢
れ
で
あ
り
忌
は
し
い
こ
と
で
あ
る
が
故

に
、
是
を
至
つ
て
清
き
も
の
と
一
つ
に
置
く
こ
と
は
出
来
ま

せ
ぬ
（
注
3
）
。

但
し
、
こ
の
柳
田
の
簡
素
な
表
現
の
中
に
は
、
穢
と
死
と
の
関

係
を
考
え
る
上
で
、
或
る
重
要
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
に
は

注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、「
死
」
と
い
う
概
念

そ
の
も
の
が
穢
で
あ
る
の
か
、「
死
体
」
と
い
う
事
物
が
穢
で
あ

る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
が
現
代
の
神
道
教
学
に

お
い
て
も
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
例
え
ば
『
神
葬
祭
大
事

典
（
注
4
）
』
の
研
究
論
文
編
に
収
録
さ
れ
て
い
る
上
田
賢
治
「
日
本

人
本
来
の
死
生
観
〝
美
し
く
生
き
る
伝
統
〟」
に
お
い
て
、
殊
更

「
死
は
穢
れ
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
節
を
設
け
て
こ
の
問
題
に

言
及
し
、「
こ
れ
は
お
そ
ら
く
最
も
難
し
い
問
題
の
一
つ
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
よ

う
。し

か
し
、「
死
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
穢
で
あ
る
と
し
た

場
合
、
理
解
し
難
い
問
題
に
突
き
当
た
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
は
留

意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
神
道
の
風
習
や
思
想

の
典
拠
と
な
り
、
且
つ
日
本
の
習
俗
の
原
形
を
見
出
す
先
と
な
る

典
籍
は
、
言
う
ま
で
も
無
く
記
紀
神
話
で
あ
り
、
死
穢
も
亦
尹
邪

那
岐
神
が
尹
邪
那
美
神
を
求
め
て
黄
泉
国
へ
行
っ
た
一
連
の
伝
承

に
端
を
発
す
る
。
日
本
人
で
あ
れ
ば
そ
の
経
緯
は
周
知
の
こ
と
に

属
し
よ
う
が
、
こ
こ
で
考
え
る
べ
き
は
、「
死
」
そ
の
も
の
が
穢

で
あ
る
な
ら
ば
、
尹
邪
那
岐
神
が
黄
泉
国
へ
行
く
は
ず
が
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
尹
邪
那
岐
神
が
恐
れ
お
の
の
い
た
の
は
、

尹
邪
那
美
神
の
変
わ
り
果
て
た
、
お
ぞ
ま
し
い
「
死
体
」
を
見
て

の
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
、
や
は
り
「
死
体
」
こ
そ
が
穢
の
本
質

で
あ
っ
た
と
理
解
し
た
方
が
良
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る（
注
5
）
。

扨
、
こ
の
よ
う
に
日
本
で
は
「
死
体
」
を
死
穢
と
し
て
忌
む
の

で
あ
る
が
、
喪
服
に
お
け
る
死
穢
の
法
制
化
に
つ
い
て
は
、
実
は

「
新
し
い
」
風
習
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
今
、
行
論
に

必
要
と
な
る
基
本
的
な
流
れ
を
簡
単
に
説
明
す
れ
ば
、
次
の
通
り

と
な
る
（
注
6
）
。

抑
も
日
本
に
お
け
る
喪
服
の
制
度
化
は
、
律
令
の
導
入
に
始
ま

る
。
喪
送
令
服
紀
条
に
お
い
て
、
漢
土
の
概
念
も
参
考
に
し
つ
つ

も
日
本
固
有
の
親
族
概
念
に
よ
っ
た
喪
服
期
間
が
「
服
」
と
し
て

定
め
ら
れ
た
。
但
し
、
実
は
こ
の
他
に
、
假
寧
令
の
職
事
官
遭
父

母
喪
解
官
条
に
お
い
て
、
喪
に
服
す
た
め
に
与
え
ら
れ
る
休
暇
と

し
て
「
假
」
の
期
間
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
要
す
る
に
、
律
令
に

お
け
る
喪
服
の
規
定
は
、「
服
」
と
「
假
」
と
の
二
制
度
が
並
立

し
て
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
当
初
の
「
假
」
と
は
、
飽

く
迄
も
死
者
に
哀
悼
の
意
を
奉
げ
る
た
め
の
も
の
で
し
か
な
か
っ

た
。

（ 199 ）



一
方
、
穢
に
関
す
る
規
定
は
神
祇
令
散
斎
条
に
お
い
て
定
め
ら

れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
祭
祀
の
場
に
穢
を
持
ち
込
ま
ぬ
た
め
の
規

定
で
あ
り
、
死
穢
も
こ
こ
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
死
穢

は
喪
服
と
は
関
係
が
な
く
、
祭
祀
一
般
に
関
わ
る
問
題
と
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
平
安
時
代
に
な
る
と
、
穢
は
伝
染
す
る
と
い
う
観
念

が
生
じ
、
穢
に
触
れ
た
者
は
そ
れ
が
消
滅
す
る
ま
で
忌
籠
り
を
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
親

族
に
対
す
る
喪
も
死
穢
に
触
れ
た
が
た
め
に
籠
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、
斯
く
し
て
「
假
」
も
穢
を
忌
む
も
の
へ
と
変

化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
中
世
に
お
い
て
は
、
喪
に
服

す
「
服
」
と
穢
を
忌
む
「
忌
」
と
の
二
種
が
存
在
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。

こ
れ
が
江
戸
時
代
に
お
い
て
幕
府
が
定
め
た
服
忌
令
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
結
果
、
例
え
ば
父
母
に
対
し
て
で
あ
れ
ば
「
忌　

五
十
日
、
服　

十
三
ヵ
月
」
と
い
う
よ
う
に
、「
忌
」
と
「
服
」

と
が
そ
れ
ぞ
れ
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
簡
単
な
が
ら
日
本
に
お
け
る
喪
服
と
死
穢
と
の
関
係
に

つ
い
て
述
べ
た
。
江
戸
時
代
の
儒
者
は
、
か
か
る
歴
史
的
経
緯
を

踏
ま
え
て
、
喪
服
の
実
践
に
つ
い
て
議
論
を
し
て
い
る
。
で
は
、

次
節
よ
り
儒
者
の
死
穢
に
対
す
る
姿
勢
に
つ
い
て
、
見
て
い
く
こ

と
と
し
よ
う
。

二
、
崎
門
に
お
け
る
死
穢

若
林
強
斎
『
家
礼
訓
蒙
疏
』
は
、
山
崎
闇
斎
に
始
ま
る
崎
門
垂

加
派
に
お
け
る
朱
子
『
家
礼
』
研
究
の
、
一
つ
の
到
着
点
で
あ
ろ

う
。
闇
斎
よ
り
浅
見
絅
斎
を
経
て
強
斎
に
よ
っ
て
集
成
さ
れ
た
崎

門
垂
加
派
の
『
家
礼
』
研
究
と
は
、
一
言
で
言
え
ば
朱
子
『
家

礼
』
の
日
本
化
と
も
称
せ
よ
う
。『
家
礼
訓
蒙
疏
』
を
繙
け
ば
、

『
家
礼
』
本
文
を
和
文
に
よ
っ
て
詳
細
に
注
解
す
る
の
み
な
ら
ず
、

日
本
の
習
俗
と
照
ら
し
合
わ
し
、
日
本
に
お
い
て
実
践
す
る
に
あ

た
っ
て
の
注
意
事
項
や
改
変
箇
所
に
つ
い
て
逐
一
述
べ
て
い
く
。

例
え
ば
神
主
の
並
べ
方
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
注
記
す
る
。

高
祖
以
下
四
世
ヲ
祭
ル
ハ
九
族
ニ
テ
親
尽
ル
ユ
ヱ
、
喪
モ
祭

モ
コ
レ
ヲ
限
リ
ト
ス
ル
コ
ト
自
然
ノ
理
タ
レ
ハ
、
和
漢
古
今

ノ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
。
但
神
主
ノ
並
ヘ
ヤ
ウ
ハ
唐
ハ
右
ヲ
上

ト
ス
レ
ハ
日
本
ハ
左
ヲ
上
ト
ス
。
不
得
不
異
（
注
7
）
。

こ
こ
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
強
斎
は
朱
子
『
家
礼
』
の
記
述

が
日
本
の
習
俗
と
異
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
違
い
を
具
体
的

に
説
明
し
、
そ
の
上
で
基
本
的
に
は
日
本
制
に
従
う
こ
と
に
し
て

い
る
。
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こ
れ
は
喪
服
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
強
斎
は
『
家
礼
』
成

服　

厥
明
の
条
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

① 

喪
服
ハ
哀
戚
ノ
表
章
ユ
ヱ
、
極
麤
ノ
生
布
ヲ
用
テ
制
ス
ル
コ

ト
ハ
、
和
漢
ノ
チ
ガ
ヒ
ナ
シ
。
但
其
制
シ
ヤ
ウ
ハ
風
俗
宜
シ

キ
ヲ
異
ニ
シ
テ
、
我
国
ハ
我
国
ナ
リ
ノ
制
法
ア
ル
ユ
ヱ
、
家

礼
ノ
コ
ト
ク
ニ
ス
ル
ト
云
ハ
風
俗
ニ
タ
ガ
フ
ハ
勿
論
ノ
コ

ト
、
我
国
ニ
対
シ
テ
甚
シ
キ
不
礼
也
。
此
方
士
庶
通
用
ノ
礼

服
ハ
上
下
ユ
ヱ
極
麤
ノ
生
布
ヲ
用
テ
コ
レ
ヲ
制
ス
ベ
シ
。
下

服
冬
ハ
木
綿
、
夏
ハ
生
平
下
帯
上
帯
絹
ヲ
用
ベ
カ
ラ
ズ
。

② 

父
母
ノ
喪
三
年
ハ
天
下
ノ
通
喪
ニ
テ
、
和
漢
古
今
ノ
カ
ハ
リ

ナ
ケ
レ
バ
、
喪
服
モ
父
母
ヲ
本
ト
シ
テ
軽
重
ニ
シ
タ
ガ
ヒ
、

ソ
レ
ソ
レ
ニ
麤
細
ノ
等
ア
ル
ベ
シ
。
年
月
ノ
数
モ
三
年
ヲ
本

ト
シ
テ
厚
薄
ニ
ヨ
ツ
テ
ソ
レ
ソ
レ
ノ
節
ア
ル
ベ
シ
。
儀
礼
喪

服
子
夏
伝
之
。
此
方
ノ
服
忌
令
ノ
如
ク
、
西
土
ハ
コ
レ
ヲ
主

ト
ス
ル
コ
ト
ニ
テ
、
家
礼
ハ
喪
服
ヲ
本
ト
シ
テ
、
温
公
ノ
書

儀
ヲ
参
ヘ
用
ユ
。
此
方
デ
モ
先
ツ
淡
海
公
ノ
服
忌
令
ニ
不
可

不
従
シ
テ
、
父
母
ノ
喪
三
年
ハ
国
史
ニ
モ
載
セ
歌
詠
ニ
モ
見

ユ
レ
バ
、
メ
ン
メ
ン
ノ
存
念
次
第
ニ
テ
無
疑
（
注
8
）
。

些
か
長
文
の
引
用
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
連
続
し
た
一
節
で
あ

り
、
こ
の
前
後
に
は
更
に
長
大
な
注
文
が
存
在
す
る
。
今
こ
の
一

節
を
引
い
た
の
は
、
①
の
箇
所
に
お
い
て
、
漢
土
で
は
喪
服
に
斬

衰
・
斉
衰
と
い
う
装
束
の
制
度
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
強
斎
が

日
本
で
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
風
習
は
な
い
と
し
、
日
本
で

は
如
何
な
る
装
束
を
纏
え
ば
良
い
か
、
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
装
束
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
指
針
を
示
す
に
も
関

わ
ら
ず
、
②
の
喪
服
期
間
に
つ
い
て
は
曖
昧
な
見
解
し
か
示
し
て

い
な
い
。
日
本
人
は
藤
原
不
比
等
（
淡
海
公
）
の
服
忌
令
に
従
わ

な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、『
養
老
令
』
喪
葬
令
十
七
服
忌
条
に
お

け
る
規
定
は
、
父
母
と
も
に
三
年
で
は
な
く
一
年
で
あ
る
（
注
9
）
。

し
か
し
、
強
斎
は
父
母
に
対
す
る
喪
服
で
は
三
年
を
理
想
と
す
る

た
め
、
結
局
は
各
々
の
「
存
念
次
第
」
と
し
、
強
引
に
纏
め
て
い

る
。と

こ
ろ
で
、
こ
の
直
後
に
は
次
の
よ
う
な
一
文
が
続
く
。

若
シ
仕
官
ノ
者
、
或
ハ
事
体
ノ
サ
ヤ
ウ
ニ
ス
ル
コ
ト
不
能
モ

ノ
ハ
令
ノ
ト
ホ
リ
ヲ
ツ
ト
メ
テ
、
其
後
ハ
心
喪
ノ
体
ニ
テ
哀

慕
ノ
情
ヲ
達
ス
ヘ
シ
。
其
餘
ノ
喪
ハ
不
敢
議
之
。

已
む
を
得
な
い
場
合
は
「
令
」
に
従
う
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
不

比
等
の
律
令
に
言
及
し
た
直
後
と
い
う
文
脈
か
ら
し
て
、
幕
府
の
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服
忌
令
で
は
な
く
『
養
老
令
』
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

『
養
老
令
』
で
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
死
穢
を
忌
む
た
め
の
「
忌
」

で
は
な
く
、
哀
情
を
奉
げ
る
た
め
の
休
暇
で
あ
る
。
す
る
と
、
強

斎
は
意
図
的
に
「
忌
」
を
無
視
し
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
死

穢
の
観
念
が
排
除
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
強
斎
は
喪
服
に
関
し
て
、

喪
服
は
哀
情
の
発
露
と
い
う
観
点
か
ら
し
か
説
明
を
行
っ
て
い
な

い
。
こ
れ
は
、
日
本
の
習
俗
を
鑑
み
れ
ば
片
手
落
ち
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
だ
ろ
う
。
日
本
の
喪
服
が
「
忌
」
と
「
服
」
と
の
二
つ

の
概
念
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
漢
土
の
制
を
参

考
に
す
る
場
合
、「
忌
」
を
如
何
な
る
も
の
と
し
て
把
握
す
る
か
、

強
斎
は
明
確
な
指
針
を
提
示
し
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、

喪
服
に
関
す
る
こ
と
で
、
強
斎
は
穢
に
つ
い
て
は
触
れ
ず
に
終
わ

る
。な

お
、
こ
の
条
の
長
大
な
注
は
、
次
の
よ
う
な
結
び
と
な
っ
て

い
る
。欽

明
天
皇
ノ
御
時
ニ
仏
法
ワ
タ
リ
テ
神
道
漸
ク
衰
ヘ
、
文
武

天
皇
ノ
御
時
ニ
火
葬
初
リ
テ
、
人
ノ
心
イ
ト
ド
ウ
ス
ク
ナ
リ

ヌ
。
近
此
ハ
家
礼
ニ
心
ヲ
ト
ド
メ
テ
喪
祭
ヲ
ツ
ト
メ
行
ヘ
ル

人
出
来
ケ
レ
バ
、
世
俗
ノ
イ
ブ
カ
リ
ノ
ノ
シ
レ
ル
コ
ト
ニ
猛

ナ
リ
（
注
10
）
。

こ
の
一
節
か
ら
し
て
、
強
斎
が
喪
服
を
考
慮
す
る
に
当
た
り
神

道
も
念
頭
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
今

見
て
き
た
よ
う
に
、
神
道
で
は
一
際
重
視
さ
れ
る
穢
の
観
念
が
、

強
斎
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
宛
も
存
在
そ
の
も
の
を

無
視
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
が
、
し
か
し
強
斎
は
明
確
に
否
定
を

す
る
よ
う
な
こ
と
も
し
な
け
れ
ば
、
理
由
も
語
ら
な
い
。

実
は
、
こ
の
よ
う
に
死
穢
を
無
視
す
る
姿
勢
は
、
強
斎
の
み
で

は
な
く
、
他
の
儒
者
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
懐
徳
堂
の

場
合
を
見
て
み
よ
う
。

三
、
懐
徳
堂
に
お
け
る
穢
の
観
念

懐
徳
堂
の
中
井
履
軒
は
、
実
践
を
目
途
と
し
た
喪
服
に
関
す
る

著
述
を
遺
し
て
い
る
。
現
在
、
自
筆
稿
本
が
大
阪
大
学
付
属
図
書

館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
『
服
忌
図
』
と
、
そ
の
附
録
と
し
て
添
付

さ
れ
て
い
る
「
擬
服
図
」
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
論
者
は
以
前
に
履

軒
の
『
服
忌
図
』
及
び
「
擬
服
図
」
を
考
察
し
、
履
軒
の
喪
服
説

の
特
色
に
つ
い
て
明
か
に
し
た
（
注
11
）
。
そ
の
骨
子
を
簡
潔
に
述
べ

れ
ば
、
当
初
の
履
軒
は
儒
者
と
し
て
は
当
然
で
あ
る
か
の
よ
う
に

漢
土
の
制
を
理
想
視
し
て
い
た
が
、
後
年
に
は
姿
勢
を
転
換
さ

せ
、
日
本
制
を
基
盤
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
行
論
に
お
い
て
は
、
穢
の
問
題
に
は
触
れ
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な
か
っ
た
。

履
軒
の
穢
に
対
す
る
見
解
は
、
既
に
田
世
民
『
近
世
日
本
に
お

け
る
儒
礼
受
容
の
研
究
（
注
12
）
』
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

田
は
、
履
軒
の
『
服
忌
図
』
に
は
穢
の
忌
に
つ
い
て
の
記
述
が
存

在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
履
軒
が
意
図
的
に
排
除
し
た
も
の
と
看
做

し
（
注
13
）
、
傍
証
と
し
て
履
軒
『
年
成
録
』
の
一
節
を
挙
げ
る
（
注
14
）
。

今
服
忌
と
い
ふ
こ
と
を
、
令
に
は
服
暇
と
か
き
た
り
。
親
の

喪
服
期
年
に
て
暇
五
十
日
、
暇
と
は
引
き
こ
も
り
て
朝
廷
に

出
ぬ
を
い
ふ
。
哀
戚
の
甚
だ
し
き
間
は
公
務
を
ゆ
る
さ
る
ゝ

の
義
な
り
。
五
十
日
の
外
は
喪
服
を
着
な
が
ら
、
出
て
公
務

を
お
さ
む
る
な
り
。
暇
に
死
穢
を
い
む
意
は
な
し
。

但
し
、
田
の
見
解
に
は
修
正
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
確

か
に
『
服
忌
図
』
に
お
い
て
、
履
軒
が
漢
土
の
制
を
理
想
視
し
て

い
た
様
は
伺
え
る
。
ま
た
『
年
成
録
』
の
当
該
条
か
ら
は
、
履
軒

が
日
本
の
律
令
で
は
死
穢
を
忌
む
規
定
な
ど
な
く
、現
在
の
「
忌
」

に
相
当
す
る
「
暇
」
と
は
単
に
休
暇
を
取
り
公
務
を
行
わ
な
い
と

す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
正
確
に
把
握
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
が
、
履
軒
後
年
の
喪
服
説
を
伝
え
る
「
擬
服
図
」
に

は
、
穢
の
忌
に
つ
い
て
履
軒
が
存
在
を
認
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る

形
跡
が
あ
る
。「
擬
服
図
」
と
は
、
履
軒
が
現
実
の
規
定
に
束
縛

さ
れ
ず
、
己
が
理
想
と
す
る
喪
服
制
度
を
語
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
「
擬
服
図
」
の
右
下
に
は
注
記
が
あ
り
、
そ
こ
に
「
凡
そ
喪

は
、
服
の
半
を
以
て
忌
と
為
し
暇
と
為
す
。
国
は
従
政
せ
ず
。

（
凡
喪
、
以
服
之
半
為
忌
為
暇
、
国
不
従
政
。）」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
喪
に
服
す
に
あ
た
っ
て
は
、「
服
」
と
し
て
規
定

し
た
期
間
の
半
分
に
よ
っ
て
「
忌
」
と
「
暇
」
と
を
行
う
の
で
あ

り
、「
忌
」
と
「
暇
」
と
が
並
存
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
す
る
と
、

後
年
の
履
軒
は
、
死
穢
の
観
念
を
受
容
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

論
者
は
別
稿
に
お
い
て
晩
年
の
履
軒
は
儒
者
と
し
て
逸
脱
し
て

お
り
、
ま
た
日
本
主
義
の
色
彩
を
強
め
て
い
る
こ
と
を
既
に
指
摘

し
た
が
（
注
15
）
、
死
穢
に
対
す
る
態
度
か
ら
も
そ
れ
が
窺
え
る
こ
と

が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
儒
者
と
し
て
逸
脱
す
る
以
前

の
履
軒
が
、
死
穢
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
田
の
指
摘

す
る
通
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
履
軒
の
兄
で
あ
り
懐
徳
堂
学
主
で
あ
っ
た
中
井
竹

山
に
は
、
時
の
老
中
松
平
定
信
の
咨
問
に
答
え
、
国
政
に
つ
い
て

建
議
し
た
『
草
茅
危
言
』
な
る
一
書
が
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、

喪
服
は
議
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
死
穢
の
問
題
に

言
及
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。

但
し
、
そ
の
『
草
茅
危
言
』
の
中
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
竹
山
の

（ 203 ）



仏
法
批
判
か
ら
は
、
竹
山
も
日
本
固
有
の
習
俗
は
一
際
重
視
し
て

い
た
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
巻
五
「
葬
送
」
の
条
に
お

い
て
、
竹
山
は
斯
く
の
如
き
論
を
展
開
し
て
い
る
。

日
本
紀
神
代
巻
に
柀
木
を
棺
材
と
す
る
事
見
え
た
り
。
神
武

天
皇
以
来
歴
代
の
帝
王
皆
土
葬
に
て
、
其
の
円
陵
の
地
名
迄

一
々
国
史
に
見
え
て
、
群
臣
以
下
の
葬
式
も
土
そ
う
た
る
は

知
る
べ
し
。
応
神
天
皇
の
時
儒
典
始
め
て
海
に
航
せ
し
ま

で
、
凡
そ
九
百
年
ば
か
り
右
の
如
く
な
れ
ば
、
土
葬
は
日
本

の
国
風
神
代
よ
り
伝
は
り
た
る
事
に
て
、
儒
道
の
開
け
し
よ

り
始
め
て
定
ま
り
た
る
法
に
て
無
は
慥
に
知
る
べ
し
。
是
我

邦
上
古
神
人
の
道
、
海
外
上
古
聖
人
の
教
と
訳
せ
ず
し
て
符

合
す
る
な
り
。
必
竟
は
孝
子
仁
人
其
の
親
を
掩
ふ
に
、
必
ず

そ
の
道
有
の
天
性
本
心
よ
り
出
た
る
事
な
れ
ば
、
か
の
符
合

も
其
の
筈
の
事
怪
し
む
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
…
…
。
然
る
を

浮
屠
氏
の
土
葬
を
儒
法
と
の
み
心
得
、
や
ゝ
も
す
れ
ば
争
心

を
生
じ
て
、
仏
国
の
旧
俗
た
る
を
知
ら
ず
。
儒
者
は
聖
人
の

礼
教
を
の
み
主
張
し
て
、
浮
屠
を
抑
へ
ん
と
し
て
神
代
の
旧

風
た
る
を
知
ら
ず
。
皆
古
に
昧
き
の
誤
な
り
。
今
儒
仏
の
争

は
姑
く
さ
し
置
き
、
凡
そ
日
本
に
生
る
ゝ
人
は
神
代
以
来
つ

た
は
り
て
、
今
に
専
ら
用
ゆ
る
法
に
従
ひ
、
中
古
よ
り
起
た

る
天
竺
の
風
儀
は
用
ゆ
ま
じ
き
と
い
は
ん
に
は
何
の
子
細
の

有
る
べ
き
や
。
も
し
寺
法
な
ら
ば
浮
屠
ば
か
り
其
の
法
を
用

ひ
て
す
む
事
也
（
注
16
）
。

喪
祭
を
孝
の
見
地
よ
り
論
ず
る
一
句
が
な
け
れ
ば
、
恰
も
神
道

に
傾
斜
し
た
儒
者
か
と
見
紛
う
ば
か
り
に
「
神
代
」
を
振
り
上

げ
、
仏
法
の
否
定
の
み
な
ら
ず
、
儒
教
の
礼
学
す
ら
も
本
邦
「
上

古
神
人
」
の
下
位
に
置
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
か
よ
う
な
ま
で

に
、
神
代
に
端
を
発
す
る
日
本
の
習
俗
を
重
視
し
て
い
る
の
で
あ

る
。但

し
、
竹
山
の
発
想
が
儒
者
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
今
挙

げ
た
箇
所
の
他
に
、
本
条
末
尾
に
お
い
て
も
再
び
孝
の
立
場
か
ら

喪
祭
を
語
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

近
来
は
改
宗
の
事
寺
々
に
て
何
か
と
云
ひ
合
せ
て
、
甚
だ
む

づ
か
し
く
な
り
た
る
こ
と
も
云
ふ
。
是
は
公
法
に
も
と
り
た

る
事
な
る
べ
し
。
因
て
今
新
た
に
号
令
を
伝
へ
て
我
国
開
闢

以
来
の
定
法
を
表
し
、
浮
屠
の
寺
法
を
以
て
、
強
て
擅
越
に

施
す
の
無
理
な
る
訳
を
と
き
さ
と
し
、
蔽
惑
深
く
し
て
茶
毘

を
信
ず
る
者
は
先
づ
そ
の
ま
ゝ
、
信
ぜ
ざ
る
も
の
は
寺
法
に

拘
は
る
所
な
か
ら
し
め
、
再
び
改
宗
勝
手
次
第
の
法
の
宣
示

あ
り
た
き
も
の
な
り
。
此
の
事
上
国
よ
り
推
て
四
方
の
裔
に

及
び
た
ら
ん
に
は
、
天
下
の
孝
子
順
孫
の
い
か
ば
か
り
悦
な
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る
べ
き
。
明
主
の
孝
を
以
て
天
下
を
治
む
る
の
一
助
こ
れ
よ

り
ち
か
き
は
な
か
る
べ
し
（
注
17
）
。

そ
も
そ
も
『
草
茅
危
言
』
は
、
上
は
皇
室
の
祭
祀
よ
り
下
は
庶

民
の
博
奕
に
至
る
ま
で
、
当
時
の
社
会
情
勢
全
般
を
取
り
扱
う
。

そ
の
中
で
も
特
に
目
立
つ
の
は
、
痛
烈
な
る
仏
教
批
判
で
あ
る
。

仏
教
に
対
す
る
攻
撃
は
書
中
随
所
に
存
在
す
る
ど
こ
ろ
か
、
巻
四

に
は
「
仏
法
の
事
」・「
寺
院
の
事
」・「
出
家
の
事
」、
巻
五
に
は

「
寺
町
僧
侶
の
事
」
な
ど
と
多
数
の
専
論
を
設
け
、「
仏
法
は
天
下

古
今
大
害
た
る
事
云
ふ
を
待
ず
。（「
仏
法
の
事
」
冒
頭
）」
と
ま

で
宣
言
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
神
道
に
言
及
す
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。
せ

い
ぜ
い
が
巻
一
「
宗
廟
の
事
」
に
お
い
て
、
上
古
創
建
の
神
社
は

天
皇
を
祀
っ
た
社
で
あ
る
と
述
べ
た
り
、
巻
五
「
寺
社
之
富
の

事
」
に
お
い
て
、
神
社
仏
閣
の
中
に
賭
場
が
設
け
ら
れ
て
い
る
問

題
を
述
べ
る
際
に
登
場
す
る
く
ら
い
で
あ
る
。
即
ち
、
仏
教
が
そ

の
教
理
を
取
り
上
げ
ら
れ
、
完
膚
無
き
迄
否
定
さ
れ
て
い
る
の
に

対
し
、
神
道
は
言
及
の
対
象
外
と
さ
れ
、
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
の
で
あ
る
。

こ
れ
も
や
は
り
、
神
道
が
儒
教
と
融
和
的
で
あ
る
こ
と
に
原
因

を
求
め
ら
れ
よ
う
。
儒
者
で
あ
る
竹
山
に
と
っ
て
、
神
道
は
社
会

に
害
を
な
し
て
い
る
、
批
判
す
べ
き
対
象
と
し
て
は
見
え
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
神
道
と
は
畢
竟
す
る
に
「
神
代
」
よ
り
伝

わ
る
日
本
固
有
の
習
俗
を
土
台
と
し
た
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、

神
道
を
正
面
か
ら
批
判
す
る
こ
と
は
、
日
本
そ
の
も
の
を
批
判
す

る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ
う
。
先
程
も
見
た

よ
う
に
、
竹
山
は
日
本
の
「
神
代
」
に
お
け
る
習
俗
に
極
め
て
高

い
価
値
を
見
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

但
し
、
留
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
懐
徳
堂
に
お
け
る

「
神
道
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
神
道
家
の
説
く
神
道
や
、
崎

門
垂
加
派
の
よ
う
な
儒
家
神
道
、
ま
た
当
時
に
お
い
て
現
実
に
存

在
し
て
い
た
世
俗
的
神
社
の
在
り
方
で
も
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

る
。竹

山
と
履
軒
と
の
師
で
あ
り
懐
徳
堂
教
授
で
あ
っ
た
五
井
蘭
州

に
は
、
神
道
を
「
批
判
」
し
た
『
十
厄
論
（
注
18
）
』
な
ど
の
著
述
が

あ
る
（
注
19
）
。
し
か
し
、「
批
判
」
と
は
言
っ
て
も
そ
こ
で
展
開
さ

れ
る
神
道
論
は
、
決
し
て
神
道
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
も
の
で
は

な
い
。
飽
く
迄
も
「
蘭
洲
の
考
え
る
理
想
の
神
道
」
と
は
異
な
っ

た
、
蘭
洲
在
世
当
時
に
お
け
る
神
道
へ
の
批
判
と
な
っ
て
い
る
。

で
は
、
蘭
洲
に
と
っ
て
神
道
は
如
何
に
あ
る
べ
き
だ
っ
た
の
か
。

古
へ
我
邦
帝
王
を
称
し
て
神
と
為
す
。
蓋
し
神
と
上
と
訓
相

近
き
な
り
。
上
は
君
上
を
謂
ひ
、
故
に
所
謂
神
道
と
云
ふ
者

は
、
輒
ち
先
王
の
国
を
建
て
統
を
正
す
所
以
に
し
て
、
而
て
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人
倫
の
道
な
る
の
み
。
世
人
多
く
「
神
道
設
教
」
の
語
を
謬

解
し
、
以
て
鬼
神
幽
冥
の
道
と
為
し
、
以
て
付
会
す
る
な

り
。
…
…
。
延
佳
氏
曰
く
、「
神
道
は
即
ち
王
道
、
幽
冥
に

二
致
無
し
」
と
。
是
れ
も
亦
謬
論
に
し
て
、
以
て
幽
冥
の
道

と
為
す
な
り
。
道
は
素
よ
り
具
は
れ
り
。
而
れ
ど
も
教
へ
未

だ
備
は
ざ
る
な
り
。
故
に
神
道
を
奉
り
以
て
修
己
治
人
の
方

を
知
ら
ん
と
欲
す
る
や
、
先
づ
六
経
を
読
む
に
若
く
は
無

し
。
六
経
と
は
、
教
の
全
き
も
の
な
り
。
已
に
全
き
の
教
へ

を
以
て
、
素
よ
り
具
は
る
る
の
道
を
求
む
れ
ば
、
誰
ぞ
之
を

不
可
と
謂
ふ
。（
古
我
邦
稱
帝
王
為
神
。
蓋
神
與
上
訓
相
近

也
。
上
謂
君
上
、
故
所
謂
神
道
云
者
、
輒
先
王
所
以
建
國
正

統
、
而
人
倫
之
道
已
。
世
人
多
謬
解
神
道
設
教
之
語
、
以
為

鬼
神
幽
冥
之
道
、
以
付
會
焉
。
…
…
延
佳
氏
曰
、
神
道
即
王

道
、
幽
冥
無
二
致
。
是
亦
謬
論
、
以
為
幽
冥
之
道
也
。
道
素

具
矣
、
而
教
未
備
也
。
故
欲
奉
神
道
以
知
修
己
治
人
之
方

也
、
莫
若
先
讀
六
經
。
六
經
者
、
教
之
全
也
。
以
已
全
之

教
、
求
素
具
之
道
、
誰
謂
之
不
可
。）

こ
こ
で
明
言
さ
れ
る
よ
う
に
、
蘭
洲
は
神
道
を
「
人
倫
の
道
」

で
あ
る
と
規
定
し
、
鬼
神
や
ら
幽
冥
や
ら
の
超
常
的
現
象
と
と
も

に
語
る
こ
と
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
陶
徳
民
は
蘭
洲
が
神
道
の

意
義
を
「
陰
陽
」・「
建
国
正
統
」・「
人
倫
」
な
ど
に
限
定
し
た
こ

と
に
独
自
性
が
認
め
ら
れ
る
と
評
す
る
（
注
20
）
。
こ
の
極
め
て
「
理

知
的
」
な
神
道
観
が
弟
子
で
あ
っ
た
竹
山
と
履
軒
と
に
引
き
継
が

れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

扨
、
神
道
が
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
場
合
、
死
穢
と
い
う

「
理
屈
に
よ
っ
て
」
説
明
し
が
た
い
も
の
が
受
容
さ
れ
難
い
こ
と

は
、
容
易
に
想
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
思
考
を
押
し
進
め
れ

ば
、
初
期
の
履
軒
に
お
け
る
死
穢
の
否
定
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。

し
か
し
、
そ
の
初
期
の
履
軒
で
あ
っ
て
も
明
確
に
死
穢
を
否
定

す
る
で
も
な
く
、
ま
た
死
穢
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
理
由
も
説
明
し

て
い
な
い
。
で
は
、
何
故
儒
者
は
死
穢
の
概
念
を
認
め
た
く
な
い

の
だ
ろ
う
か
。

四
、
死
穢
と
孝
と

死
穢
を
文
辞
に
よ
っ
て
明
確
に
否
定
し
た
の
は
、
竹
山
や
履
軒

と
も
交
流
が
あ
っ
た
佐
藤
一
斎
で
あ
る
。
そ
の
一
斎
の
『
哀
敬

編
』
は
、
漢
土
の
儀
礼
を
参
考
に
し
つ
つ
、
日
本
の
習
俗
も
斟
酌

し
て
喪
祭
の
儀
礼
を
論
じ
て
い
る
。
和
漢
を
折
衷
す
る
方
向
性

は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
儒
者
の
喪
祭
研
究
と
し
て
は
在
り
来
た

り
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か

し
朱
子
『
家
禮
』
を
偽
書
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
に
信
を
置
か
な
い

点
に
特
色
が
有
る
。
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一
斎
『
哀
敬
編
』
の
梗
概
は
既
に
近
藤
正
則
「
佐
藤
一
斎
の

『
哀
敬
編
』

︱
自
葬
・
自
祭
の
模
索

︱
（
注
21
）
」
に
述
べ
ら
れ

て
お
り
、
穢
の
問
題
に
つ
い
て
も
簡
略
な
が
ら
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
近
藤
に
よ
る
と
、『
哀
敬
篇
』
の
特
徴
と
し
て
、「
啓
柩
、

奠
、
朝
祖
」
の
項
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
死
穢
」
の
観
念
が
存

在
し
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
実
際
に
そ
の
「
哀
編
下
」
の
「
啓
柩
、
奠
、
朝
祖
」

を
繙
け
ば
、
一
斎
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

世
俗
の
葬
送
、
箒
に
て
跡
を
掃
き
、
塩
を
撒
き
、
又
は
丑
寅

除
け
、
跡
祓
等
を
な
す
は
不
孝
の
甚
し
き
な
り
。
都
て
孝
子

の
心
一
刻
も
親
を
留
め
た
く
思
ふ
べ
き
な
り
。
…
…
。
今

却
っ
て
跡
を
祓
ひ
親
を
逐
ふ
、
こ
れ
不
孝
の
大
な
る
に
あ
ら

ず
や
。
且
つ
葬
畢
り
て
速
か
に
虞
し
て
主
を
安
ん
ず
べ
き

に
、
今
逐
ひ
祓
ふ
と
云
ふ
は
如
何
ぞ
や
。
原
世
俗
の
帰
路
を

易
ふ
る
こ
と
甚
だ
非
義
な
り
（
注
22
）
。

こ
れ
は
当
時
の
風
習
を
踏
ま
え
た
発
言
で
あ
る
。
葬
儀
を
行
う

に
あ
た
り
、
死
体
を
穢
れ
た
も
の
と
看
做
し
、
事
後
に
「
清
浄
」

化
す
る
作
法
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
一
斎
は
、
不
孝

の
極
み
で
あ
る
と
明
言
す
る
の
で
あ
る
。

考
え
て
み
れ
ば
、
死
穢
の
観
念
を
受
容
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

父
母
も
死
後
は
ケ
ガ
ラ
ワ
シ
イ
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
縦
令
死
し
て
も
父
母
に
対
し
そ
の
よ
う
な
態
度
を
取
る

こ
と
は
、
儒
教
を
信
奉
す
る
者
で
あ
れ
ば
到
底
寛
容
で
き
ま
い
。

思
え
ば
儒
者
が
仏
教
を
頑
な
に
拒
否
す
る
の
も
、
本
来
は
仏
僧
で

あ
れ
ば
子
孫
を
も
う
け
な
い
こ
と
が
、
孝
の
精
神
に
背
く
か
ら
で

あ
る
。『
孟
子
』
離
婁
上
に
「
不
孝
に
三
有
り
、
後
無
き
を
大
と

為
す
」
と
い
う
が
如
く
、
儒
教
で
は
父
祖
よ
り
受
け
継
ぎ
し
血
脈

を
後
昆
に
遺
さ
ぬ
こ
と
が
、
許
さ
れ
ざ
る
大
罪
と
さ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
、
日
本
の
「
神
代
」
に
由
来
す
る
死
穢
の
観
念
も
、
父
母

を
穢
ら
わ
し
い
も
の
と
し
て
扱
う
と
い
う
点
で
、
儒
教
の
根
本
で

あ
る
孝
の
思
想
と
（
注
23
）
、
決
し
て
相
容
れ
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
一
斎
ほ
ど
明
瞭
に
は
言
挙
げ
し
な
い
も
の
の
、
孝
の
見

地
よ
り
穢
を
否
定
し
た
儒
者
と
し
て
、
安
井
真
祐
が
い
る
。
江
戸

時
代
前
期
に
は
仏
僧
よ
り
転
じ
て
儒
者
と
な
っ
た
者
は
多
い
が
、

そ
の
一
人
で
あ
る
真
祐
は
仏
教
批
判
も
行
い
、『
非
火
葬
論
』
等

の
著
述
が
あ
る
。

『
非
火
葬
論
』
の
主
旨
が
、
幕
府
の
後
ろ
盾
に
よ
っ
て
仏
葬
が

事
実
上
の
義
務
と
な
り
、
こ
れ
に
よ
り
行
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

た
火
葬
へ
の
批
判
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
題
目
よ
り
明
白
で
あ
ろ

う
。
こ
の
書
の
中
で
真
祐
は
、
父
母
の
遺
体
に
つ
い
て
、「
ミ
ニ

ク
キ
物
」
で
あ
る
が
「
存
命
ノ
如
ク
思
テ
、
少
シ
モ
是
ヲ
オ
ロ
ソ

カ
ニ
セ
ズ
」
に
扱
っ
て
埋
葬
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
高
橋
文
博
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は
、
こ
れ
を
「
ま
さ
に
親
へ
の
愛
敬
の
心
の
故
に
外
な
ら
な
い
と

い
う
わ
け
で
あ
る
（
注
24
）
」
と
解
説
し
て
い
る
。
死
体
と
は
生
理
的

本
能
的
に
嫌
悪
感
を
抱
く
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
父
母
で
あ
る

の
だ
か
ら
生
前
と
同
様
に
仕
え
る
べ
し
と
す
る
姿
勢
は
、
儒
教
の

孝
の
思
想
に
よ
っ
て
死
穢
を
否
定
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
但

し
、
真
祐
は
死
穢
の
概
念
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。
寧
ろ
、
死
穢
の
観
念
を
受
容

し
た
上
で
、
そ
れ
を
孝
の
精
神
に
よ
っ
て
超
克
す
べ
き
を
唱
え
る

言
説
な
の
で
あ
る
（
注
25
）
。

す
る
と
、
何
故
江
戸
時
代
の
後
期
に
活
躍
し
た
一
斎
に
至
る
ま

で
、
明
確
に
儒
教
の
見
地
よ
り
死
穢
を
理
論
的
に
否
定
し
、
批
判

す
る
者
を
見
出
し
が
た
い
の
か
。
そ
の
理
由
は
二
つ
考
え
ら
れ

る
。第

一
に
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
死
穢
の
概
念
が
、
寛
や
か
で
は

あ
る
が
徐
々
に
和
ら
い
で
い
っ
た
こ
と
と
無
縁
で
は
あ
る
ま

い
（
注
26
）
。
そ
も
そ
も
死
穢
に
関
す
る
習
俗
は
記
紀
神
話
に
描
か
れ

て
お
り
、
日
本
の
「
神
代
」
よ
り
伝
わ
る
習
俗
で
あ
る
。
こ
れ
を

安
易
に
批
判
す
る
こ
と
は
、「
異
国
の
学
問
を
学
ぶ
者
」
が
「
日

本
を
否
定
」
す
る
こ
と
に
繋
が
り
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
死
穢
の

意
識
が
形
骸
化
し
て
希
薄
に
な
っ
て
い
け
ば
、
批
判
を
し
や
い
土

壌
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
一
斎
の
個
人
的
性
質
に
か
ら
め
て
言
え
ば
、
一
斎
が
日

本
の
葬
送
習
俗
に
つ
い
て
、
漢
土
の
礼
制
に
合
致
す
る
や
否
や
に

よ
っ
て
是
非
を
判
断
し
て
い
た
点
も
大
き
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば

「
白
布
に
て
棺
を
掩
ふ
。
邦
俗
の
す
る
所
、
義
に
害
な
し
。
雑
記

に
、「
布
を
以
て
輤
と
為
す
」
と
あ
り
、
輤
は
車
の
飾
な
れ
ば
こ

の
意
に
近
し
。（
注
27
）
」
と
云
う
の
が
そ
の
一
例
で
あ
る
（
注
28
）
。

第
二
に
、
日
本
に
お
い
て
儒
教
と
神
道
と
が
思
想
的
交
差
を
行

う
際
に
、
死
穢
の
問
題
が
一
種
の
盲
点
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
神
道
側
が
儒
教
思
想
を
摂
取
し
、
己
が
教
理
を
展
開

し
始
め
た
の
は
、
中
世
の
伊
勢
神
道
に
始
ま
る
。
こ
う
し
た
「
儒

教
を
摂
取
し
た
神
道
」
は
、
徳
目
と
し
て
は
忠
こ
そ
を
重
視
し
、

孝
を
軽
視
す
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
例
え
ば
、
吉
川
神
道
を
打

ち
立
て
、
幕
府
神
道
方
に
任
じ
ら
れ
た
吉
川
惟
足
は
、
次
の
よ
う

に
語
る
。

五
倫
は
人
道
の
当
然
に
侍
れ
ば
、
五
倫
の
名
目
は
儒
も
同
ふ

し
て
、
其
内
前
後
に
用
ゐ
替
り
侍
る
。
儒
は
孝
を
以
て
五
倫

の
第
一
と
し
侍
る
。
吾
国
は
忠
を
五
倫
の
第
一
と
し
侍
れ

ば
、
君
道
を
人
道
の
最
上
と
教
へ
給
ふ
が
ゆ
へ
に
、
忠
義
を

以
て
五
倫
の
本
と
し
侍
る
（
注
29
）
。

こ
こ
に
明
暸
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
神
道
は
忠
を
重
視

す
る
結
果
、「
孝
と
死
穢
と
」
の
問
題
が
、
浮
び
上
り
難
い
の
で
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あ
る
。

他
方
、「
神
道
を
摂
取
し
た
儒
教
」
は
、
心
の
修
養
に
こ
そ
関

心
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。
儒
家
神
道
の
先
駆
け
と
さ
れ
る
の
は
林

羅
山
で
あ
る
。
そ
の
羅
山
は
、
己
が
神
道
を
「
理
当
心
地
神
道
」

と
名
付
け
た
が
、
こ
れ
は
そ
の
名
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
心
」

の
修
養
こ
そ
が
中
心
問
題
と
さ
れ
て
い
る
（
注
30
）
。
そ
の
結
果
、
次

に
挙
げ
る
羅
山
の
言
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
穢
と
は
心
の
状
態

を
指
す
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

忠
孝
ハ
清
ナ
リ
。
不
忠
不
孝
ハ
濁
ナ
リ
。
善
ハ
清
ナ
リ
。
悪

ハ
濁
ナ
リ
。
此
等
ノ
事
ヲ
ヲ
コ
ナ
フ
ハ
身
ノ
清
ナ
リ
。
ヲ
コ

ナ
ハ
ザ
ル
ハ
身
ノ
濁
ナ
リ
。
此
等
ノ
事
ヲ
思
フ
ハ
心
ノ
清
ナ

リ
。
思
ハ
ザ
ル
ハ
心
ノ
濁
ナ
リ
。
心
清
ケ
レ
バ
身
モ
清
シ
。

心
濁
レ
バ
身
モ
濁
ル
。
惣
ジ
テ
濁
ハ
穢
ナ
リ
。
故
ニ
、
神
ハ

ケ
ガ
レ
ヲ
キ
ラ
ヒ
給
フ
（
注
31
）
。

こ
の
よ
う
に
関
心
が
心
の
修
養
へ
と
向
い
、
穢
も
そ
の
文
脈
に

お
い
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
死
穢
と
孝
と
」
が
問
題

と
し
て
明
暸
に
意
識
さ
れ
難
い
の
で
あ
る
。

斯
く
し
て
神
儒
を
兼
修
す
る
場
合
、「
死
穢
と
孝
と
」
の
矛
盾

点
が
大
き
な
問
題
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
矛
盾
に
気
付

い
て
し
ま
っ
た
場
合
で
も
、
死
穢
は
日
本
の
「
神
代
」
に
基
づ
く

習
俗
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
概
念
を
明
言
し
て
否
定
す
る
こ
と

は
憚
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
が
無
言
の
中
の
否
定
で
あ
り
、
宛
も
存

在
を
無
視
す
る
か
の
如
き
態
度
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

同
時
に
、
こ
こ
に
漢
学
を
学
ぶ
者
が
、
儒
教
の
精
神
で
あ
る
孝

を
、
日
本
の
固
有
習
俗
よ
り
も
価
値
あ
る
も
の
と
判
断
し
て
い
た

こ
と
が
知
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
晩
年
に
は
儒
教
の
礼
学
を

否
定
す
る
こ
と
も
あ
り
、
儒
者
と
し
て
逸
脱
す
る
傾
向
を
見
せ
て

い
た
履
軒
は
（
注
32
）
、死
穢
の
概
念
を
受
容
し
て
い
た
。
死
穢
と
は
、

正
に
神
儒
の
分
水
嶺
に
な
る
概
念
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

結
以
上
、
本
論
で
は
儒
者
の
死
穢
に
対
す
る
姿
勢
に
つ
い
て
検
討

し
て
き
た
。
若
林
強
斎
や
初
期
の
中
井
履
軒
は
、
死
穢
の
概
念
を

認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
冷
淡
な
態
度
を
見
せ
て
い
た
が
、
し
か
し

そ
の
理
由
も
語
ら
な
け
れ
ば
、
明
言
も
し
な
か
っ
た
。
儒
者
と
し

て
死
穢
の
概
念
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
明
言
し
、
且
つ
そ

の
理
由
を
明
瞭
に
説
明
し
た
の
は
、
佐
藤
一
斎
で
あ
る
。
一
斎
に

よ
る
と
、
死
穢
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
父
母
を
も
不
浄
の
ケ
ガ

ラ
ワ
シ
イ
モ
ノ
と
看
做
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
不
孝
の
大
な
る

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
換
言
す
れ
ば
、
儒
教
は
本
質
的
に
日
本

の
死
穢
と
い
う
観
念
を
受
容
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
も
評
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せ
よ
う
。
そ
し
て
、
死
穢
の
概
念
を
受
容
し
て
い
た
晩
年
の
履
軒

は
儒
者
と
し
て
羈
絆
を
脱
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
死
穢
が
漢か
ら

意
ご
こ
ろ

と
大や
ま
と和

心ご
こ
ろと

何
れ
を
よ
り
重
視
す
る
か
の
踏
み
絵
に
な
っ
て
い

た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
に
お
い
て
儒
教
が
祭
祀
儀
礼
か
ら
生
活
様
式

に
至
る
ま
で
を
規
律
す
る
「
宗
教
」
と
し
て
広
範
囲
に
根
付
く
こ

と
が
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
漢
土
と
日
本
と
で
は
習
俗
を
異

に
す
る
か
ら
で
あ
る
と
、
巷
間
で
は
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ

う
し
た
説
明
を
す
る
と
き
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
点
で
致
命
的

に
齟
齬
を
来
す
の
か
は
、
あ
ま
り
語
ら
れ
な
い
傾
向
に
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

更
に
、
江
戸
時
代
の
儒
者
の
営
為
を
眺
め
て
い
る
と
、
例
え
ば

喪
祭
で
あ
れ
ば
本
論
の
中
で
も
見
て
き
た
よ
う
に
、
儒
教
の
礼
制

で
日
本
の
習
俗
に
合
わ
ぬ
も
の
は
適
宜
改
変
を
施
し
、
執
念
と
も

言
う
べ
き
情
熱
で
儒
礼
を
実
践
し
て
い
た
姿
が
見
え
て
く
る
で
あ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
習
俗
の
差
異
は
然
程
高
い
ハ
ー
ド
ル
で
は
な

か
っ
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

す
る
と
、
単
に
日
本
と
漢
土
と
の
習
俗
が
異
な
る
と
言
う
の
み

で
は
、
儒
教
が
独
立
し
た
一
つ
の
「
宗
教
」
と
し
て
日
本
に
根
付

か
な
か
っ
た
こ
と
を
、
充
分
に
説
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と

思
わ
れ
る
。
勿
論
儒
教
が
独
立
し
た
祭
祀
体
系
と
し
て
、
そ
し
て

生
活
様
式
と
し
て
日
本
の
中
に
根
付
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
原

因
は
一
つ
と
は
限
ら
ず
、
実
際
に
は
諸
事
情
が
複
合
的
に
重
な
り

合
っ
て
い
よ
う
。

本
論
に
お
い
て
、
儒
教
の
孝
思
想
は
日
本
の
根
強
い
習
俗
で
あ

る
穢
と
、
本
質
的
に
相
容
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
て
き
た
。

こ
の
点
に
お
い
て
は
、
儒
教
は
正
に
「
異
質
」
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
儒
教
が
日
本
に
お
い
て
生
活
様
式
に
影
響
を
与
え
る
「
宗

教
」
と
し
て
展
開
す
る
た
め
に
は
、
正
に
致
命
的
な
問
題
で
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。

注

（
１
） 

室
鳩
巣
「
遊
佐
次
郎
左
衛
門
に
答
ふ
る
第
三
書
」（
日
本
思
想
大
系
三

四
『
貝
原
益
軒　

室
鳩
巣
』、
昭
和
四
十
五
年
、
二
四
五
～
二
五
五
頁
）。

（
２
） 

室
鳩
巣
「
遊
佐
次
郎
左
衛
門
に
答
ふ
る
第
三
書
」（
日
本
思
想
大
系
三

四
『
貝
原
益
軒　

室
鳩
巣
』、
二
四
九
頁
）。

（
３
） 

柳
田
国
男
『
柳
田
國
男
全
集
』
第
十
四
巻
（
筑
摩
書
房
、
平
成
十
年
）

「
神
道
と
民
俗
学
」。

（
４
） 

加
藤
隆
久
編
、
戎
光
祥
出
版
、
平
成
九
年
。

（
５
） 

な
お
、
平
安
時
代
に
は
穢
と
さ
れ
る
期
間
が
死
体
の
欠
損
状
況
に

よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
死
穢
が
死
体
に
基
づ
い
て
い
た
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
山
本
幸
司
『
穢
と
大
祓　

増

補
版
』（
解
放
出
版
社
、
平
成
二
十
一
年
）
に
詳
し
い
。
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（
６
） 

以
下
、
喪
服
と
死
穢
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
掲
山
本
幸
司
の
他
、

明
石
一
紀
「
古
代
の
喪
礼
と
服
假
制
」（
孝
本
貢
・
八
木
透
編
『
家
族
と

死
者
祭
祀
』、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
平
成
九
年
）、
三
橋
正
「『
延
喜
式
』

穢
規
定
と
穢
意
識
」（『
延
喜
式
研
究
』
二
、
平
成
元
年
）、
小
野
和
輝
監

修
『
神
葬
祭
総
合
大
事
典
』（
雄
山
閣
出
版
、
平
成
十
二
年
）
の
「
三　

神
道
と
穢
」（
三
橋
正
）
な
ど
を
参
照
。
ま
た
、
近
世
に
つ
い
て
は
林
由

紀
子
『
近
世
服
忌
令
の
研
究　

︱
幕
藩
制
国
家
の
喪
と
穢
︱
』（
清
文
堂
、

平
成
十
年
）
に
詳
し
い
。

（
７
） 

吾
妻
重
二
編
『
家
礼
文
献
集
成　

日
本
篇　

一
』（
関
西
大
学
出
版
会
、

平
成
二
十
二
年
）、
一
六
九
頁
上
。
な
お
、『
家
礼
訓
蒙
疏
』
の
引
用
で

は
適
宜
句
読
点
を
補
い
、
特
殊
カ
ナ
は
通
常
の
字
体
に
置
き
換
え
た
。

（
８
） 

吾
妻
重
二
編
『
家
礼
文
献
集
成　

日
本
篇　

一
』
一
九
五
頁
上
。

（
９
） 

日
本
思
想
史
大
系
三
『
律
令
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
五
十
一
年
）、
四

三
九
頁
。

（
10
） 

吾
妻
重
二
編
『
家
礼
文
献
集
成　

日
本
篇　

一
』
一
九
五
頁
下
。

（
11
） 「
中
井
履
軒
的
喪
服
說
之
變
遷
︱《
服
忌
圖
》〈
擬
服
圖
〉成
立
過
程
︱
」

（『
經
學
研
究
集
刊
』
第
十
六
期
、
奥
付
は
平
成
二
十
六
年
で
あ
る
が
編

集
上
の
問
題
に
よ
り
、
平
成
二
十
七
年
四
月
現
在
未
刊
）。

（
12
） 

田
世
民
『
近
世
日
本
に
お
け
る
儒
礼
受
容
の
研
究
』（
ぺ
り
か
ん
社
、

平
成
二
十
四
年
）。

（
13
） 

田
世
民
『
近
世
日
本
に
お
け
る
儒
礼
受
容
の
研
究
』
一
七
四
頁
。

（
14
） 

田
世
民
『
近
世
日
本
に
お
け
る
儒
礼
受
容
の
研
究
』
一
九
六
頁
注
二

十
二
。

（
15
） 「
中
井
履
軒
的
喪
服
說
之
變
遷
︱
《
服
忌
圖
》〈
擬
服
圖
〉
成
立
過

程
︱
」。

（
16
） 『
草
茅
危
言
』の
本
文
は
、稲
垣
国
三
郎『
中
井
竹
山
と
草
茅
危
言
』（
大

正
洋
行
、
昭
和
十
七
年
）
を
参
照
し
た
。
三
七
二
頁
。

（
17
） 

稲
垣
国
三
郎
『
中
井
竹
山
と
草
茅
危
言
』
三
七
三
頁
。

（
18
） 

五
井
蘭
州
『
鷄
肋
篇
』
所
収
（
大
阪
大
学
図
書
館
蔵
）。

（
19
） 

蘭
洲
の
神
道
「
批
判
」
に
つ
い
て
は
、
陶
徳
民
『
懐
徳
堂
朱
子
学
の

研
究
』（
大
阪
大
学
出
版
会
、
平
成
六
年
）
第
五
章
第
三
節
「
蘭
洲
の
神

道
批
判
論
」
に
詳
し
い
。

（
20
） 

陶
徳
民
『
懐
徳
堂
朱
子
学
の
研
究
』
二
七
九
頁
。

（
21
） 『
儀
礼
文
化
』
第
三
十
七
号
（
平
成
十
八
年
）。

（
22
） 『
佐
藤
一
斎
全
集
』
第
一
巻
（
明
徳
出
版
社
、平
成
二
年
）、一
七
一
頁
。

（
23
） 

加
地
伸
行
『
儒
教
と
は
何
か
』（
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
十
五
年
）。

（
24
） 

高
橋
文
博
『
近
世
の
死
生
観　

徳
川
前
期
儒
教
と
仏
教
』（
ぺ
り
か
ん

社
、
平
成
十
八
年
）、
七
四
頁
。

（
25
） 

な
お
、
高
橋
は
こ
う
し
た
真
祐
の
言
か
ら
、
江
戸
時
代
初
期
に
お
い

て
、
死
穢
の
問
題
が
儒
教
的
喪
祭
を
執
り
行
う
に
あ
た
っ
て
大
き
な
制

約
と
な
っ
て
い
た
と
看
做
し
て
い
る
。
高
橋
に
よ
れ
ば
、
墓
祭
を
排
し

た
り
、
僧
侶
を
墓
守
と
看
做
す
儒
者
の
言
説
は
、
穢
で
あ
る
死
体
を
人

倫
的
世
界
か
ら
遠
ざ
け
ん
が
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。（
高
橋
文
博

『
近
世
の
死
生
観　

徳
川
前
期
儒
教
と
仏
教
』
二
七
八
～
二
七
九
頁
）
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し
か
し
、
若
林
強
斎
や
初
期
の
中
井
履
軒
が
死
穢
の
概
念
を
「
無
視
」

し
、
佐
藤
一
斎
が
「
否
定
」
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

儒
者
が
死
穢
の
観
念
に
従
っ
て
い
た
と
看
做
す
の
は
、
穿
ち
過
ぎ
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
死
穢
の
観
念
に
影
響
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、

「
忌
」
も
死
穢
を
忌
む
も
の
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
よ
う
。
墓
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
単
に
仏
教
と
の
兼
ね
合
い
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ

る
。

（
26
） 

例
え
ば
神
葬
祭
の
本
流
た
る
吉
田
家
で
は
、
十
八
世
紀
の
後
半
に
な

る
と
邸
内
に
遺
骸
を
納
め
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
穢
の
概
念
が
希
薄
化

し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
詳
し
く
は
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
編
『
近

世
の
精
神
生
活
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
平
成
八
年
）
第
二
章
「
近
世

の
神
道
葬
祭
」（
岡
田
莊
司
）
を
参
照
。

（
27
） 『
佐
藤
一
斎
全
集
』
第
一
巻
（
明
徳
出
版
社
、平
成
二
年
）
一
五
八
頁
。

（
28
） 

但
し
、
一
斎
は
幕
府
が
規
定
し
た
も
の
つ
い
て
は
、
そ
の
遵
守
を
述

べ
る
。
故
に
服
喪
に
つ
い
て
は
幕
府
制
定
の
服
忌
令
に
従
う
よ
う
促
し
、

一
部
の
儒
者
が
漢
土
の
礼
制
に
よ
っ
て
三
年
の
服
喪
を
行
っ
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
批
判
し
て
い
る
。（『
哀
敬
編
』
総
論
五
則
、
前
掲
『
全
集
』

一
の
一
四
九
頁
）

　

そ
こ
で
一
斎
は
、「
忌
明
」
を
儒
礼
の
「
小
祥
」
に
相
当
す
る
も
の
と

看
做
し
、
服
忌
令
に
従
う
。
一
斎
の
言
う
よ
う
に
考
え
る
と
、「
忌
」
が

死
穢
を
忌
む
た
め
の
も
の
と
い
う
本
来
の
意
義
は
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
。

「
哀
編
下
」
暇
満
（
一
八
九
頁
～
一
九
〇
頁
）
の
条
を
参
照
。

（
29
） 『
神
学
承
伝
記
』（『
続
々
群
書
類
従
』
第
一
、
国
書
刊
行
会
、
明
治
四

〇
年
、
七
八
一
～
七
八
二
頁
）。

（
30
） 

高
橋
美
由
紀
『
神
道
思
想
史
研
究
』（
ぺ
り
か
ん
社
、平
成
二
十
五
年
）

二
四
〇
頁
。

（
31
） 『
神
道
伝
授
鈔
』
穢
之
事
の
条
（
神
道
大
系　

論
説
編
二
〇
『
藤
原
惺

窩
・
林
羅
山
』、
神
道
大
系
編
纂
会
、
昭
和
六
十
三
年
）。

（
32
） 「
中
井
履
軒
的
喪
服
說
之
變
遷
︱《
服
忌
圖
》〈
擬
服
圖
〉成
立
過
程
︱
」

参
照
。

（ 212 ）


