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夏
言
の
提
案

-

明
代
嘉
靖
年
間
に
お
け
る
家
廟
制
度
改
革
-

井

上

(は
じ
め
に
)

最
近
､
小
島
毅
氏
は
､
世
宗
の
嘉
靖
年
間

二

五
二
二
年

～
一
五
六
六
年
)
が
国
家
の
礼
制
改
革
の
う
え
で
注
目
す
べ
き
時
代
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡
氏
は
､
中
華
帝
国
の
王
権
の
正
統
化
や
統
合
に
国
家
祭
紀
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
は
た
し
た
か
と
い
う
観
点
か

ら
､
天
地
を
把
る
郊
紀
､
宗
廟
､
孔
子
廟
､
先
蚕
紀
な
ど
の
国
家
祭
紀
に
関
す
る
礼
制
の
改
革
が
､
こ
の
時
代
､
淫
紀
排
斥
と
表
裏
を
な

し
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
､
当
時
に
お
け
る
宗
族
普
及
の
形
勢
に
着
目
し
､
世
宗
に
よ
る
礼
制
改
革
と
､
地
域
社
会
で

の
宗
族
制
度
の
確
立
と
い
う
二
つ
の
事
象
が
､
｢あ
る
べ
き
秩
序
す
な
わ
ち

『礼
教
』
の
確
立
を
め
ざ
す
運
動
と
し
て
一
連
の
も
の
だ
っ
た

1

と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
｣
と
い
う
問
題
を
提
起
し
て
い
み
｡
小
島
氏
の
提
言
は
宗
族
研
究
の
側
に
も
刺
激
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
宗
族
形
成
の
運
動
と
は
､
共
有
地
の
設
置
､
族
譜
編
纂
､
嗣
堂
設
立
な
ど
の
手
段
に
よ
っ
て
､
共
同
祖
先
か
ら

分
か
れ
た
子
孫
を
集
合
し
､
宗
法
と
い
う
父
系
親
族
統
制
の
原
理
の
も
と
に
彼
ら
を
組
織
化
し
ょ
う
と
す
る
末
代
に
開
始
さ
れ
た
士
大
夫

の
動
き
を
指
し
て
い
る
が
､
こ
の
運
動
が
本
格
化
し
､
華
中

･
華
南
の
地
域
社
会
に
定
着
し
て
い
-
の
は
､
十
六
世
紀
以
降
つ
ま
り
嘉
靖

2

年
間
前
後
の
時
期
か
ら
で
あ
み
｡
こ
う
し
た
潮
流
を
念
頭
に
置
い
て
､
嘉
靖
期
に
お
け
る
礼
制
改
革
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
､
宗
族
形
成

に
対
応
す
る
動
き
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
世
宗
に
対
し
て
行
わ
れ
た
礼
部
尚
書

･
夏
言
の
上
奏
が
そ
れ
で
あ
る
｡
結
論
を
先
に
提

示
す
る
な
ら
ば
､
こ
の
夏
言
の
上
奏
は
､
明
朝
が
制
定
し
た
家
廟

(嗣
堂
)
の
制
度
を
改
革
し
て
､
宗
法
の
原
理
を
組
み
込
も
う
と
す
る
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野
心
的
な
目
論
見
を
も
つ
も
の
で
あ
り
､
宗
族
形
成
の
動
き
と
連
動
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

夏
言
の
上
奏
に
つ
い
て
は
､
つ
と
に
牧
野
異
､
清
水
盛
光
両
氏
が
､
王
析

『続
文
献
通
考
』
(万
暦
三

1
年
-

1
六
〇
三
年
序
)
巻

二

五
､
宗
廟
考
､
｢大
臣
家
廟
｣
に
抄
録
さ
れ
た
夏
言
の
上
奏
文
を
用
い
て
､
始
祖
･先
祖
祭
紀
の
公
認
を
皇
帝
に
迫

っ
た
こ
と
の
意
義
を
論

3

じ
て
い
み
｡
し
か
し
､
夏
言
の
真
意
を
理
解
す
る
に
は
､
始
祖
･先
祖
祭
紀

へ
の
着
目
の
み
で
は
充
分
で
は
な
い
｡
上
奏
の
全
文
は
､
｢功

臣
の
配
享
を
定
め
､
及
び
臣
民
を
し
て
始
祖
を
祭
り
､
家
廟
を
立
つ
る
を
得
き
し
め
ん
こ
と
を
請
う
の
疏
｣
と
題
し
て
､
『桂
洲
奏
議
』
巻

7
二
､
｢南
宮
集
｣
に
収
録
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
に
は
年
次
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
､
王
析
前
掲
｢大
臣
家
廟
｣
に
よ
れ
ば
､
嘉
靖

1
五
(
1

五
三
六
)
年
の
こ
と
で
あ
る
｡
夏
言
は
こ
の
上
奏
文
の
冒
頭
に
お
い
て
､
世
宗
が
､
こ
の
年
､
祖
先
を
祭
っ
た
宗
廟

(九
廟
)
を
完
成
さ

4

せ
た
こ
A7
を
祝
福
し
た
う
え
で
､
｢惟
う
に
､
是
れ
本
朝
の
功
臣
､
配
享
さ
れ
て
太
祖
､
太
宗
廟
に
在
る
は
､
各
の
お
の
其
の
人
有
り
｡
仁

宗
よ
り
以
下
の
五
廟
は
皆
無
し
､
欠
典
為
る
に
似
た
り
｡
臣
民
に
至
り
て
は
､
其
の
始
祖
､
先
祖
を
祭
る
を
得
ず
､
両
も
廟
制
も
亦
､
未

だ
定
め
有
ら
ざ
れ
ば
､
則
ち
天
下
の
孝
子
慈
孫
為
る
者
､
尚
お
未
だ
尽
-
は
申
さ
ざ
る
の
情
有
り
｣
と
述
べ
て
､
仁
宗
以
下
の
宗
廟

へ
の

功
臣
の
配
享
､
臣

(官
僚
)
･民
に
よ
る
始
祖
･先
祖
の
祭
紀
の
認
可
､
家
廟
制
度

(廟
制
)
の
改
正
､
こ
の
三
つ
の
論
題
を
取
り
上
げ
る
｡

上
奏
の
本
文
は
こ
れ
ら
の
論
題
に
つ
い
て
､
そ
れ
ぞ
れ
､
｢功
臣
の
配
享
を
定
め
よ
｣､
｢天
下
の
臣
民
に
詔
し
て
冬
至
の
日
に
始
祖
を
祭
る

を
得
き
し
め
ん
こ
と
を
乞
う
｣､
｢天
下
の
臣
工
に
詔
し
て
家
廟
を
建
立
せ
し
め
ん
こ
と
を
乞
う
｣
と
題
し
て
い
る

(小
論
で
は
､
便
宜
上
､

そ
れ
ぞ
れ
､
冒
頭
の
文
章
を
序
文
､
ま
た
三
条
に
つ
い
て
は
､
功
臣
配
享
の
条
､
始
祖
祭
紀
の
条
､
家
廟
の
条
と
略
称
し
た
い
)｡
牧
野
､

清
水
両
氏
は
､
三
条
の
う
ち
､
始
祖
祭
紀
の
条
を
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
が
､
同
条
は
､
そ
の
後
に
置
か
れ
た
家
廟
の
条
と
内
容
的
に
密

5

接
な
関
係
に
あ
り
､
両
条
を
統

1
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
夏
言
の
上
奏
の
意
図
が
明
瞭
に
さ
れ
る
と
考
え
み
｡
な
お
､
夏
言
及

び
関
連
の
儒
者
は
､
｢臣
｣
に
対
す
る

｢民
｣
に
つ
い
て
､
｢庶
人
｣
と
い
う
言
葉
も
併
せ
て
用
い
て
お
り
､
本
文
中
で
は
､
提
示
す
る
史

料
に
応
じ
て
､
二
つ
の
用
語
を
適
宜
使
い
分
け
る
が
､
と
も
に
官
僚
身
分
を
持
た
な
い
人
々
を
指
し
て
い
る
｡
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一

始
祖

･
先
祖
祭
紀

最
初
に
､
牧
野
､
清
水
両
氏
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
た
始
祖
祭
把
の
条
(｢天
下
の
臣
民
に
詔
し
て
冬
至
の
日
に
始
祖
を
祭
る
を
得
さ
し
め

ん
こ
と
を
乞
う
｣)
の
内
容
を
検
討
し
て
み
よ
う
｡
夏
言
は
､
上
奏
文
の
序
文
で
､
｢臣
民
に
至
り
て
は
､
其
の
始
祖
､
先
祖
を
祭
る
を
得

ず
､
両
も
廟
制
も
亦
､
未
だ
定
め
有
ら
ざ
れ
ば
､
則
ち
天
下
の
孝
子
慈
孫
為
る
者
､
尚
お
未
だ
尽
-
は
申
さ
ざ
る
の
情
有
り
｣
と
い
い
､

明
朝
が
始
祖
及
び
先
祖

(始
祖
か
ら
高
祖
ま
で
の
間
の
祖
先
)
の
祭
紀
を
臣
民
に
許
し
て
い
な
い
こ
と
､
ま
た
､
廟
制
も
不
備
で
あ
る
こ

と
に
不
満
を
表
明
し
て
い
た
｡
こ
の
祖
先
祭
紀
と
家
廟
に
関
す
る
明
朝
の
制
度
は
､
洪
武
三

(
二
二
七
〇
)
年
に
完
成
し
た

『大
明
集
札
』

巻
六
､
吉
礼
､
｢晶
宮
家
廟
｣
で
規
定
さ
れ
た
も
の
を
指
し
て
い
る
｡

国
朝
品
官
廟
制
未
定
｡
於
是
､
権
倣
朱
子
嗣
堂
之
制
､
奉
高
曽
祖
爾
四
世
之
主
､
亦
以
四
仲
之
月
祭
之
｡
又
加
脱
臼
忌
日
之
祭
輿
夫
歳

時
俗
節
之
薦
享
｡
至
若
庶
人
得
奉
其
祖
父
母
父
母
之
紀
､
巳
有
著
令
､
而
其
時
事
於
寝
之
礼
､
大
概
略
同
於
品
官
鳶
｡

･カ

(国
朝
の
品
官
の
廟
制
は
未
だ
定
ま
ら
ず
｡
是
に
於
い
て
､
権
り
に
朱
子
嗣
堂
の
制
に
倣
い
て
､
高
曽
祖
禰
四
世
の
主
を
奉
じ
､
亦
､
四

仲
の
月
を
以
て
之
を
祭
る
｡
又
､
勝
目
忌
日
の
祭
と
夫
の
歳
時
俗
節
の
薦
享
を
加
う
｡
庶
人
､
其
の
祖
父
母
､
父
母
の
紀
を
奉
ず
る
を

得
る
が
若
き
に
至
り
て
は
､
己
に
著
令
有
り
､
而
う
し
て
其
の
寝
に
時
享
す
る
の
礼
は
､
大
概
略
ぼ
品
官
に
同
じ
-
す
｡
)

先
王
の
時
代
､
天
子
･
諸
侯

･
大
夫

･
士
は
､
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
に
応
じ
た
数
の
家
廟

(顔
)
を
建
て
て
祖
先
を
祭
っ
た
と
い
わ
れ
る
｡

宋
儒
は
､
先
王
の
時
代
の
廟
の
よ
う
に
､
各
世
代
ご
と
に
1
つ
の
独
立
し
た
建
物
を
作
る
の
で
は
な
-
､

1
つ
の
建
物
の
な
か
に
､
何
代
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も
の
祖
先
の
位
牌
を
並
べ
て
祭
る
方
式
を
と
っ
た
｡
北
宋
の
樫
陳
は
こ
れ
を
､
先
王
の
時
代
と
同
じ
-
家
廟

(顔
)
と
い
い
､
南
宋
の
朱

6

薫
は
､
嗣
堂
と
い
う
名
称
を
採
用
し
ね
.
『大
明
集
札
』
は
､
家
廟
､
廟
の
名
称
を
用
い
て
い
る
が
､
上
掲

｢晶
宮
家
廟
｣
の
規
定
の
後
ろ

に
は
､
｢嗣
堂
制
度
｣
と
い
う
項
目
が
設
け
ら
れ
て
お
り
､
祖
先
の
神
主
を
納
め
た
建
物
を
嗣
堂
と
呼
ん
で
､
そ
の
構
造
に
解
説
を
加
え
て

い
る
｡
名
称
の
う
え
で
の
不
統

1
が
み
ら
れ
る
が
､
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
､
家
廟
制
度
と
呼
ん
で
お
き
た
い
.

明
朝
は
､
暫
定
的
に
､
朱
薫

『家
礼
』
の
嗣
堂
制
度
に
準
拠
し
て
､
家
廟
制
度

(廟
制
)
を
設
け
た
と
い
う
｡
こ
の
制
度
の
内
容
は
､

官
僚
の
場
合
､
高
祖

･
曽
祖

･
祖

･
繭
の
四
代
の
祖
先
を
家
廟
に
奉
じ
､
四
季
の
仲
月

(二
月
､
五
月
､
八
月
､
十

一
月
)
に
定
期
の
祭

紀
を
行
う
が
､
庶
人
に
つ
い
て
は
､
祖
父
母

･
父
母
を
寝

(居
室
)
で
祭
る
に
と
ど
ま
る
､
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
夏
言
が
ま
ず
問
題
と

し
た
の
は
､
祖
先
祭
紀
の
規
定
に
つ
い
て
で
あ
る
｡
彼
の
考
え
は
､
官
僚
も
民
も
と
も
ど
も
に
､
高
祖
ま
で
の
四
世
の
祖
先
の
み
で
な
-
､

そ
の
上
の
先
祖
､
さ
ら
に
始
祖
を
も
祭
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
り
(上
掲
)､
公
式
の
家
廟
制
度
の
規
定
と
の
間
に
は
大
き
な
隔
た

り
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

臣
按
､
宋
儒
程
頃
嘗
修
六
礼
大
略
｡
家
必
有
廟
､
庶
人
立
影
堂
､
廟
必
有
主
､
月
朔
必
薦
新
｡
時
祭
用
仲
月
､
冬
至
祭
始
祖
､
立
春
祭

先
祖
｡
至
朱
薫
纂
集
家
礼
､
則
以
為
始
祖
之
祭
近
於
偏
上
､
乃
倒
去
之
｡
自
是
士
庶
家
無
復
有
祭
始
祖
者
｡

(臣
按
ず
ら
-
､
宋
儒
の
程
陳
は
嘗
て
六
礼
の
大
略
を
修
む
｡
家
ご
と
に
必
ら
ず
廟
有
り
､
庶
人
は
影
堂
を
立
つ
､
廟
ご
と
に
必
ら
ず
主

有
り
､
月
朔
に
必
ら
ず
新
を
薦
む
｡
時
祭
は
仲
月
を
用
い
､
冬
至
に
は
始
祖
を
祭
り
､
立
春
に
は
先
祖
を
祭
る
｡
朱
薫
､
家
礼
を
纂
集

せ
ま

す
る
に
至
り
て
､
則
ち
以
て
始
祖
の
祭
り
は
上
に
偏

る
に
近
し
と
為
し
､
乃
ち
之
を
働
き
去
る
｡
是
れ
自
り
､
士
庶
の
家
､
復
た
始
祖

を
祭
る
者
有
る
無
し
｡
)
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夏
言
の
考
え
で
は
､
明
朝
が
如
上
の
よ
う
に
祭
紀
の
範
囲
を
限
定
し
た
の
は
､
そ
も
そ
も
朱
嘉
に
原
因
が
あ
っ
た
｡
つ
ま
り
､
こ
う
で

あ
る
｡
北
宋
の
種
板
は
次
の
よ
う
な
家
廟
の
制
度
を
定
め
た
｡
家
ご
と
に
廟
を
も
つ
べ
き
で
あ
り
､
庶
人
は
影
堂

(先
祖
の
遺
影
を
ま
つ

る
堂
)
を
設
け
る
､
家
廟
に
は
､
高
祖
､
曽
祖
､
祖
､
繭
の
四
世
の
祖
先
の
神
主
を
収
納
し
､
四
季
の
仲
月
に
祭
紀
を
行
う
､
ま
た
､
冬

至
と
立
春
に
は
そ
れ
ぞ
れ
､
そ
の
家
系
の
最
初
の
祖
先
と
し
て
認
知
さ
れ
る
始
祖
及
び
先
祖
を
祭
る
､
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対7

し
て
､
朱
薫
は
､
程
晴
の
祭
法
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
､
始
祖
の
祭
り
は
借
越

(｢僧
｣)
で
あ
る
と
し
て
､
こ
れ
を
退
け
る
見
解
を
示
し
ね
｡

せま

夏
言
は
こ
の
点
を
捉
え
て
､
朱
子
が

『家
礼
』
を
編
纂
し
､
｢上
に
偏

る
に
近
し
｣
を
理
由
と
し
て
始
祖
祭
紀
を
排
除
し
て
以
降
､
始
祖
を

祭
る

｢士
庶
の
家
｣
が
な
-
な
っ
た
と
厳
し
-
批
判
す
る
｡
つ
ま
り
､
夏
吉
は
､
朱
子
が

『家
礼
』
に
お
い
て
､
始
祖
祭
把
を
退
け
た
か

ら
､
『家
礼
』
に
準
拠
し
て
定
め
ら
れ
た
家
廟
制
度
も
､
始
祖
及
び
先
祖
の
祭
紀
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ

う
に
､
夏
言
は
､
明
朝
の
家
廟
制
度
が
始
祖

･
先
祖
祭
紀
を
認
め
な
か
っ
た
責
任
を
も
っ
ぱ
ら
来
貢
に
帰
し
た
う
え
で
､
次
の
よ
う
に
述

べ
る
｡

臣
愚
以
為
､
頃
深
於
礼
学
者
､
司
馬
光
呂
公
署
皆
称
其
有
制
札
作
楽
之
具
､
則
夫
小
記
大
伝
之
説
不
王
不
帝
之
義
､
彼
豊
有
不
知
哉
.

而
必
爾
為
者
意
蓋
有
所
在
也
｡
夫
自
三
代
而
下
､
礼
教
彫
衰
､
風
俗
轟
弊
｡
士
大
夫
之
家
､
衣
冠
之
族
､
尚
忘
祖
遺
親
､
忽
於
報
本
｡

況
匹
庶
乎
｡
程
院
為
是
縁
情
而
為
制
､
権
宜
以
設
教
｡
此
所
謂
事
逆
而
意
順
者
也
｡
故
日
､
人
家
能
存
得
此
等
事
､
錐
幼
者
可
使
漸
知

礼
義
｡
此
其
設
礼
之
本
意
也
｡
朱
貢
顧
以
為
僧
而
去
之
､
亦
不
及
察
之
過
也
｡
且
所
謂
蹄
者
､
蓋
五
年

一
挙
､
其
礼
最
大
｡
此
所
謂
冬

至
祭
始
祖
云
者
､
乃

1
年

1
行
､
酌
不
過
三
､
物
不
遇
魚
黍
羊
家
､
随
カ
所
及
､
特
時
享
常
礼
鳶
爾
｡
其
礼
初
不
興
藤
岡
､
以
為
僧
而

廃
之
､
亦
過
臭
｡
夫
万
物
本
乎
天
､
人
本
乎
祖
､
財
瀬
莫
不
知
報
本
､
人
惟
万
物
之
霊
也
､
顧
不
知
所
日
出
､
此
有
意
於
人
紀
者
､
不

得
不
原
情
而
権
制
也
｡



108

たた

(臣
愚
以
為

へ
ら
-
､
陳
は
礼
学
に
深
き
者
な
り
､
司
馬
光
､
呂
公
署
は
皆
､
其
れ
礼
を
制
し
楽
を
作
る
の
具
有
り
と
称
う
｡
則
ち
夫
の
小

かく
のご
とき

記
･大
伝
の
､
不
王
不
蹄
の
義
を
説
う
は
､
彼
も
豊
に
知
ら
ざ
る
有
ら
ん
や
｡
而
ら
ば
､
必
ら
ず
や
爾

為
は
､
意
､
蓋
し
所
在
有
る
な
り
｡

しぼ
みお
とろ

や

ぷれ
そこ
な

夫
れ
三
代
よ
り
下
､
礼
教
は

彫

衰

え

､
風
俗
も

意

弊

わ

る
｡
士
大
夫
の
家
､
衣
冠
の
族
す
ら
も
､
尚
お
祖
を
忘
れ
親
を
遺
て
､
報
本
に

いわゆ
る

忽
し
｡
況
ん
や
匹
庶
に
お
い
て
お
や
｡
程
陳
は
是
が
為
に
情
に
縁
り
て
制
を
為
り
､
権
宜
し
て
以
て
教
え
を
設
-
｡
此
れ
､
所

謂

､

逆
に

事
う
も
､
意
は
順
う
者
な
り
｡
故
に
日
-
､
人
家
此
等
の
事
を
存
し
得
る
能
は
ば
､
幼
き
者
と
錐
も
､
漸
-
礼
義
を
知
ら
し
む
べ
し
｡
此

かえ

いわ

れ
､
其
の
礼
を
設
-
る
の
本
意
な
り
｡
朱
嘉
顧

っ
て
以
て
僧
と
為
し
て
之
を
去
る
は
､
亦
､
察
す
る
に
及
ぼ
ざ
る
の
過
ち
な
り
｡
且
つ
所

ゆ
る

いわゆ
る

謂

帝
と
は
､
蓋
し
､
五
年
に
一
た
び
挙
ぐ
､
其
の
礼
は
最
も
大
な
り
｡
此
れ
､
所

謂

冬
至
に
始
祖
を
祭
る
と
云
う
は
､
乃
ち

1
年
に
1
た

び
行
い
､
酌
は
三
た
び
に
過
ぎ
ず
､
物
は
魚
黍
羊
家
に
過
ぎ
ず
､
力
の
及
ぶ
所
に
随
う
な
り
､
特
だ
時
享
の
常
礼
な
る
の
み
｡
其
の
礼
は

初
め
帝
と
同
じ
か
ら
ず
､
以
て
僧
と
為
し
て
之
を
廃
す
は
､
亦
､
過
ち
な
り
｡
夫
れ
万
物
は
天
に
本
づ
き
､
人
は
祖
に
本
づ
-
､
財
瀬
す

かえ

ら
本
に
報
い
る
を
知
ら
ざ
る
美
し
､
人
は
惟
れ
万
物
の
霊
な
り
､
顧
っ
て
自
り
出
づ
る
所
を
知
ら
ざ
れ
ば
､
此
れ
､
意
を
人
紀
に
有
つ
者
､

た

ず

情
を
原

ね
て
権
制
せ
ざ
る
を
え
ざ
る
な
り
｡
)

8

『礼
記
』
の

｢喪
服
小
記
｣
や

｢大
伝
｣
は
､
｢不
王
不
蹄
｣
を
い
うV
.
帝
と
は
､
王
者
が

｢其
の
祖
の
自
り
出
づ
る
所
｣
(天
帝
)
を
ま

つ
る
祭
り
で
あ
り
､
そ
の
始
祖
を
こ
れ
に
配
し
た
が
､
こ
れ
は
王
者
の
み
が
行
い
う
る
祭
り
で
あ
る
と
さ
れ
た
｡
程
陳
は
礼
に
造
詣
の
深

い
学
者
で
あ
り
､
｢不
王
不
帝
｣
の
意
味
を
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
が
な
い
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
臣
民
に
よ
る
始
祖
･先
祖
祭
紀
を
唱
え
た

の
に
は
理
由
が
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
｡
聖
人
が
天
下
を
治
め
た
三
代

(夏

･
殿

･
周
)
の
の
ち
､
礼
教
は
衰
え
､
風
俗
は
悪
化
の
一

途
を
辿
り
､
礼
教
を
守
る
べ
き
知
識
人
の
家
で
さ
え
も
､
祖
先
を
尊
ぶ
と
い
う
こ
と
を
な
お
ざ
り
に
し
て
い
る
｡
庶
民
に
お
い
て
は
尚
更

ヽ
9

で
あ
み
｡
程
陳
は
そ
う
し
た
有
様
を
嘆
い
て
､
臨
機
応
変
に
祭
紀
の
制
度
を
定
め
た
の
で
あ
る
｡
朱
嘉
が
当
該
の
祭
紀
を

｢僧
｣
と
み
な
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し
て
退
け
た
の
は
､
そ
れ
を
よ
-
理
解
し
え
な
か
っ
た
過
ち
で
あ
る
｡
し
か
も
､
帝
と
は
五
年
に
一
度
行
わ
れ
る
大
祭
で
あ
る
の
に
対
し

て
､
始
祖
祭
紀
は
､

一
年
に
一
度
冬
至
の
目
だ
け
に
挙
行
さ
れ
､
酌
み
交
わ
さ
れ
る
酒
も
､
捧
げ
ら
れ
る
祭
物
も
ご
-
限
ら
れ
て
い
る
｡

四
時
に
挙
行
さ
れ
る
常
例
の
祭
紀
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
の
点
を
よ
-
察
し
得
な
か
っ
た
の
も
､
朱
嘉
の
誤
り
で
あ
る
｡
｢万

物
は
天
に
本
づ
き
､
人
は
祖
に
本
づ
-
｣､
こ
れ
が
根
源
的
真
理
で
あ
る
｡
財
瀬
で
さ
え
も
､
｢本
に
報
い
る
｣

と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い

わ
け
で
は
な
い
の
に
､
｢万
物
の
霊
｣

た
る
人
間
が
そ
の
｢
自
り
出
づ
る
所
｣

を
知
ら
な
い
と
い
う
の
は
お
か
し
な
話
で
あ
り
､
そ
う
で
あ

る
か
ら
こ
そ
､
程
陳
の
よ
う
に
､
柔
軟
に
祭
把
の
法
を
定
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
夏
言
は
､
次
の
よ
う
な
提

案
を
行
う
｡

伏
望
､
皇
上
拡
推
困
心
之
孝
､
詔
令
天
下
臣
民
許
如
程
子
所
議
､
冬
至
祭
始
祖
､
立
春
祭
始
祖
以
下
高
祖
以
上
之
先
祖
､
皆
設
両
位
於

其
席
､
但
不
許
立
廟
以
線
分
｡

(伏
し
て
望
む
ら
-
､
皇
上
､
困
心
の
孝
を
拡
推
し
､
詔
し
て
天
下
の
臣
民
を
し
て
程
子
の
議
す
る
所
の
如
-
､
冬
至
に
始
祖
を
祭
り
､

立
春
に
始
祖
以
下
高
祖
以
上
の
先
祖
を
祭
り
､
皆
両
位
を
其
の
席
に
設
-
る
を
許
し
､
但
だ
､
廟
を
立
て
て
､
以
て
分
を
稔
ゆ
る
を
許

き
ざ
ら
し
め
ん
こ
と
を
｡
)

程
陳
の
考
え
に
基
づ
き
､
官
僚
と
民
と
が
と
も
ど
も
に
､
冬
至
に
始
祖
を
､
立
春
に
先
祖
を
祭
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
､
た
だ

し
､
始
祖

･
先
祖
の
廟
を
設
け
る
こ
と
は
分
を
越
え
る
こ
と
で
あ
る
の
で
行
わ
な
い
､
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
家
廟
で
の
常
祭

は
高
祖
以
下
四
世
の
祖
先
を
対
象
と
す
る
も
､
冬
至

･
立
春
に
は
始
祖

･
先
祖
を
祭
る
べ
き
だ
と
し
た
程
院
の
祭
法
の
趣
旨
に
確
か
に
合

致
す
る
も
の
で
あ
る
｡
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夏
言
は
､
程
陳
の
祭
法
を
高
-
評
価
し
､
始
祖

･
先
祖
の
廟
は
設
け
な
い
と
い
う
限
定
を
付
し
て
､
そ
の
採
用
を
皇
帝
に
迫

っ
た
｡
こ

の
夏
言
の
要
請
は
､
単
な
る
祭
紀
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
｡
す
で
に
前
稿
で
検
証
し
た
よ
う
に
､
程
頃
が
始

祖
祭
紀
を
唱
え
た
そ
も
そ
も
の
理
由
は
､
始
祖
の
楠
系
の
宗
子

(大
宗
)
が
､
当
該
の
祭
紀
を
媒
介
と
し
て
､
始
祖
以
来
の
庶
系
の
族
人

を
統
合
す
る
と
い
う
こ
と
､
つ
ま
り
宗
法
の
実
現
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
か
か
る
宗
法
主
義
は
､
始
祖
祭
紀
を
僧
と
し
て
退
け
た
朱
薫

に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
｡
『家
礼
』
は
､
始
祖
を
嗣
堂
の
祭
紀
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
僧
で
あ
る
が
､
墓
所
に
お
い
て
な
ら
ば
差
し
支
え

な
い
と
い
う
観
点
か
ら
､
大
宗
が
墓
祭
を
通
じ
て
族
人
を
統
合
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
｡
ま
た
､
嗣
堂
に
お
い
て
は
､
継
高
祖
､
継

曽
祖
､
継
祖
､
継
商
の
各
小
宗
が
､
祭
紀
を
通
じ
て
､
そ
れ
ぞ
れ
の
範
囲
の
族
人
を
統
合
す
る
も
の
と
し
て
い
る
.
祖
先
祭
紀
は
､
宗
法

原
理
と

1
体
の
も
の
な
の
で
あ
る
｡
か
か
る
末
席
の
宗
法
主
義

へ
の
対
応
を
迫
ら
れ
た
最
初
の
王
朝
が
明
朝
で
あ
っ
た
が
､
『表
札
』
に
準

拠
し
て
､
家
廟
制
度
を
制
定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
つ
い
に
宗
法
の
原
理
を
容
認
し
な
か
っ
た
｡
第

一
に
､
始
祖

･
先
祖
祭
紀
は
考
慮

さ
れ
て
お
ら
ず
､
し
た
が
っ
て
､
大
宗
に
よ
る
始
祖
祭
紀
と
い
う
考
え
方
も
､
全
-
問
題
に
な
ら
な
い
｡
第
二
に
､
家
廟
の
所
有
を
許
さ

れ
ず
､
祭
紀
の
対
象
と
さ
れ
る
祖
先
も
､
祖
父
母
･父
母
の
二
代
に
と
ど
ま
っ
た
庶
人
は
論
外
と
し
て
､
官
僚
に
許
さ
れ
た
家
廟
は
､
『家

礼
』
と
同
じ
-
高
祖
以
下
四
代
の
祖
先
を
祭
紀
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
､
『家
礼
』
と
の
決
定
的
な
相
違
は
､
宗
法
原
理
の
欠
如爪W

に
あ
っ
た
｡
家
廟
の
祭
紀
の
主
体
は
宗
子
で
は
な
く
､
官
僚
個
人
で
あ
り
､
子
孫
に
は
そ
の
権
利
は
継
承
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
るd
o

で
は
､
夏
言
の
場
合
に
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
｡
夏
言
は
本
条
に
お
い
て
､
始
祖

･
先
祖
祭
紀
の
開
放
を
要
求
し
た
が
､
か
か
る
祖
先

祭
紀
は
､
彼
が
そ
の
見
解
の
拠
り
所
と
し
た
程
陳
の
祭
法
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
､
末
代
以
来
､
宗
法
の
実
践
と
い
う
課
題
と
結
び
つ
い
て

議
論
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
夏
言
が
､
官
僚
か
民
か
を
問
わ
ず
､
始
祖
祭
紀
を
行
え
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
皇

帝
に
迫
っ
た
時
に
も
宗
法
の
実
現
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
､
夏
言
が
本
条
に
お
い
て
､
そ
れ
を
意
図
し
て
い
た
か
ど

う
か
は
疑
問
を
残
す
｡
こ
こ
で
､
夏
言
の
上
奏
に
先
ん
じ
て
､
宗
法
復
活
を
強
-
訴
え
て
い
た
丘
清
の
考
え
を
紹
介
し
て
み
よ
う
｡
彼
は
､
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朝
廷
に
上
里
し
た

『大
学
術
義
補
』
(成
化
二
三
年
-

一
四
八
七
年
に
完
成
)
の
な
か
で
､
周
代
の
宗
法
を
紹
介
し
た
後
､
｢礼
経
の
別
子

の
法
は
､
是
れ
乃
ち
三
代
の
諸
侯
を
封
建
す
る
の
制
に
し
て
､
諸
侯
の
庶
子
の
為
に
設
-
る
な
り
｡
今
の
人
家
と
相
合
わ
ず
｡
今
､
人
家

の
始
め
て
遷
り
､
及
び
初
め
て
封
爵
有
り
仕
官
し
て
家
を
起
す
者
を
以
て
始
祖
と
為
し
､
以
て
古
の
別
子
に
準
ぜ
し
む
｡
又
､
其
の
世
を

継
ぐ
の
長
子
を
以
て
古
の
別
を
継
ぐ
者
に
準
じ
て
､
世
世
相
継
ぎ
､
以
て
大
宗
と
為
し
､
族
人
を
統
べ
て
､
始
祖
立
春
の
祭
り
及
び
墓
祭

カ

を
主
さ
ど
ら
し
む
｡
其
の
余
は
次
を
以
て
逓
わ
る
が
わ
る
分
ち
て
､
継
高
祖
､
継
曽
祖
､
継
祖
､
継
繭
の
小
宗
と
為
す
｣
と
い
い
､
最
初

に
任
官
し
た
祖
先
と
始
遷
祖

(始
め
て
現
在
の
場
所
に
移
住
し
て
き
た
祖
先
)
を
始
祖
と
し
て
設
定
す
る
と
と
も
に
､
そ
の
嫡
系
の
子
孫

Ⅳu

を
大
宗
と
し
て
､
継
高
祖
､
継
曽
祖
､
継
祖
､
継
蘭
の
四
つ
の
小
宗
が
大
宗
に
従
属
す
る
構
造
を
具
体
的
に
提
示
し
て
い
翫
｡
こ
れ
に
対

し
て
､
夏
言
が
要
求
し
て
い
る
の
は
単
に
祭
紀
の
問
題
の
み
で
あ
り
､
宗
法
原
理
に
は
言
及
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
｡
そ
れ
故
､
夏
言
が
宗

法
を
念
頭
に
置
い
て
始
祖

･
先
祖
祭
紀
を
提
起
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
に
し
て
も
､
官
僚
､
民
を
問
わ
ず
､
全
て
の
家
が
大
宗
体
制
を

樹
立
で
き
る
よ
う
に
求
め
て
い
た
と
い
う
結
論
を
出
す
こ
と
に
は
薦
槽
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
｡宗
法
原
理
を
組
み
込
ん
だ
提
言
は
､

こ
の
始
祖
の
条
に
お
い
て
で
は
な
-
､
次
の
家
廟
の
条
で
提
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

二
家廟

始
祖
祭
紀
の
条
の
次
に
置
か
れ
た
家
廟
の
条

(｢天
下
の
臣
工
に
詔
し
て
家
廟
を
建
立
せ
し
め
ん
こ
と
を
乞
う
｣
)
は
､
表
題
に
示
さ
れ

る
よ
う
に
､
官
僚
の
家
廟
に
関
す
る
改
革
案
で
あ
る
が
､
夏
言
は
本
条
に
お
い
て
こ
そ
､
宗
法
原
理
を
組
み
込
ん
だ
提
案
を
行
っ
て
い
る

と
考
え
る
｡
本
章
で
は
､
こ
の
点
に
つ
い
て
､
若
干
の
考
察
を
行
っ
て
み
た
い
｡

明
朝
は
､
官
僚
が
､
家
廟
を
設
立
し
て
､
高
祖
以
下
四
世
の
神
主
を
四
金
に
安
置
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
が
､
夏
言
が
こ
の
家
廟
制
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度
を
改
変
す
る
に
際
し
て
拠
り
所
と
し
た
の
は
､
始
祖
祭
紀
の
条
と
同
じ
-
程
陳
の
見
解
で
あ
る
.
夏
言
は
初
め
に
､
礼
制
の
う
え
で
理

想
と
さ
れ
る
三
代

(夏
･
殿
･
周
)
に
は
､
天
子
か
ら
士
に
至
る
ま
で
祖
廟
を
も
ち
､
庶
人
も
寝

(居
室
)
で
祭
紀
を
行
っ
て
い
た

(｢夫

日
周
以
上
､
自
天
子
以
至
大
夫
士
､
皆
各
有
祖
廟
｡
錐
庶
人
､
亦
各
薦
於
寝
｣
)､
し
か
し
､
案
朝
の
時
に
こ
の
礼
が
失
わ
れ
た
と
し
た
う

え
で
､
以
後
各
朝
に
お
け
る
廟
制
の
変
遷
を
略
述
し
た
後
､
｢宋
の
大
儒
程
陳
な
る
者
出
づ
る
に
至
り
て
､
乃
ち
始
め
て
之
を
約
し
､
四
世

に
帰
す
｡
上
は
公
卿
自
り
､
下
は
士
庶
に
及
ぶ
ま
で
､
以
て
然
ら
ざ
る
莫
し
｣
と
い
い
､
程
頃
が
廟
制
を
集
約
し
た
と
位
置
づ
け
る
｡
程

頃
は
､
高
祖
以
下
四
世
の
祖
先
の
神
主
を
廟
に
安
置
し
､
常
祭
を
行
う
も
の
と
し
た
が
､
そ
の
理
由
は
､

自
天
子
至
於
庶
人
､
五
服
未
嘗
有
異
､
皆
至
高
祖
｡
服
既
如
是
､
祭
紀
亦
須
如
是
｡
其
疏
数
之
節
未
有
可
考
､
但
其
理
必
如
此
｡
七
廟

五
廟
亦
只
是
祭
及
高
祖
｡
大
夫
士
錐
或
三
廟
二
廟

一
廟
､
或
祭
寝
廟
､
則
雄
異
､
亦
不
善
祭
及
高
祖
｡

(天
子
自
り
庶
人
に
至
る
ま
で
､
五
服
未
だ
嘗
て
異
な
る
有
ら
ず
､
皆
高
祖
に
至
る
｡
服
既
に
是
の
如
-
ん
ば
､
祭
把
も
亦
､
須
ら
-
是

の
如
-
な
る
べ
し
｡
其
の
疏
数
の
節
は
未
だ
考
う
べ
き
に
有
ら
ざ
る
も
､
但
だ
其
の
理
は
必
ず
此
の
如
し
｡
七
廟
､
五
廟
も
亦
､
只
だ

是
れ
祭
り
は
高
祖
に
及
ぶ
｡
大
夫
､
士
は
､
或
い
は
三
廟
､
二
廟
､

一
廟
､
或
い
は
寝
廟
に
祭
る
と
錐
も
､
則
ち
異
な
る
と
錐
も
､
亦
､

祭
り
の
高
祖
に
及
ぶ
を
害
な
わ
ず
｡
)

と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
て
い
hOa.
す
な
わ
ち
､
五
服
の
制
が
､
父
か
ら
分
か
れ
た
兄
弟
に
期
(
二
年
)､
祖
父
か
ら
分
か
れ
た
従
父
兄
弟
に

大
功

(九
月
)､
曽
祖
か
ら
分
か
れ
た
再
従
兄
弟
に
小
功

(五
月
)､
高
祖
か
ら
分
か
れ
た
三
従
兄
弟
に
線
麻

(三
月
)､
そ
れ
ぞ
れ
の
喪
に

服
す
と
い
う
よ
う
に
､
高
祖
を
共
通
の
祖
先
と
す
る
親
族
に
対
す
る
喪
服
の
制
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
､
祖
先
祭
紀
も
､
廟
数
に
は

I.J

違
い
が
あ
る
も
の
の
､
同
じ
く
高
祖
ま
で
の
祖
先
を
祭
把
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
､
と
い
う
も
の
で
あ
翫
.
『家
礼
)'
｢付
録
｣
は
､
こ
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の
程
頃
の
見
解
に
つ
い
て
､
｢此
れ
最
も
祭
紀
の
本
意
を
得
る
と
為
す
｣
と
述
べ
て
､
朱
子
も
賛
同
し
た
と
し
て
い
る
が
､
夏
言
も
､
こ
の

文
章
を
引
用
し
､
家
廟
で
は
､
高
祖
ま
で
の
四
世
の
祖
先
を
祭
る
と
い
う
所
説
が
程
額
､
朱
子
に
共
通
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す

る
｡
こ
の
点
か
ら
､
廟
祭
に
関
す
る
夏
言
の
方
針
の
基
本
も
､
廟
数
に
関
係
な
-
､
祭
紀
が
高
祖
ま
で
及
ぶ
も
の
と
す
る
と
い
う
点
に
求

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

(｢由
是
観
之
､
則
廟
数
錐
有
多
寡
､
而
祭
皆
及
四
親
則

一
也
｣)｡
彼
の
提
言
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡

-
以
是
差
之
､
則
美
若
宮
自
三
品
以
上
為
五
廟
､
以
下
皆
四
廟
｡
為
五
廟
者
､
亦
如
唐
制
､
五
間
九
架
､
厘
両
勇
隔
版
為
五
室
､
中
耐

五
世
祖
､
芳
四
室
耐
高
曽
祖
繭
｡
為
四
廟
者
､
三
間
五
架
､
中
為
二
室
､
紺
高
曽
､
左
右
為
二
室
､
耐
祖
蘭
｡
若
当
把
始
祖
先
祖
､
則

如
朱
嘉
所
云
､
臨
祭
時
作
紙
牌
､
祭
託
､
焚
之
｡
然
三
品
以
上
錐
得
為
五
廟
､
若
上
無
応
立
廟
之
祖
､
不
得
為
世
紀
不
遷
之
祖
｡
惟
以

第
五
世
之
祖
湊
為
五
世
､
只
名
目
五
世
祖
､
必
待
世
窮
数
尽
､
則
以
今
之
得
立
廟
者
為
世
世
紀
之
之
祖
､
而
不
運
憲
｡
四
品
以
下
無
此

祖
臭
.
惟
四
世
逓
遷
而
己
｡
･･･若
夫
庶
人
祭
於
淳
､
巳
無
可
説
臭
.

(-
是
を
以
て
之
を
差
す
る
に
､
則
ち
､
官
の
三
品
自
り
以
上
は
五
廟
を
為
り
､
以
下
は
皆
四
廟
た
る
に
若
-
は
美
し
｡
五
廟
を
為
る
者

へだ

は
､
亦
唐
制
の
如
-
､
五
間
九
架
､
慶
の
両
労
に
版
を
隔
て
て
五
室
を
為
り
､
中
に
五
世
の
祖
を
耐
し
､
芳
ら
の
四
室
に
は
高
曽
狙
覇

を
耐
す
｡
四
廟
を
為
る
者
は
､
三
間
五
架
､
中
は
二
室
を
為
り
､
高
曽
を
紺
し
､
左
右
に
は
二
室
を
為
り
､
祖
廟
を
耐
す
｡
若
し
当
に

お
わ

始
祖
先
祖
を
紀
る
べ
-
ん
ば
､
則
ち
朱
嘉
云
う
所
の
如
-
､
祭
り
に
臨
む
時
､
紙
牌
を
作
り
､
祭
り
詰

れ
ば
､
之
を
焚
や
す
｡
然
れ
ど

も
､
三
品
以
上
は
､
五
廟
を
為
る
を
得
と
錐
も
､
若
し
上
に
応
に
廟
を
立
つ
べ
き
の
祖
無
け
れ
ば
､
世
よ
把
り
て
遷
さ
ざ
る
の
祖
と
為

あ

つ

す
を
得
ず
｡
惟
だ
第
五
世
の
祖
を
以
て
湊

め
て
五
世
と
為
し
､
只
だ
名
づ
け
て
五
世
の
祖
と
日
う
の
み
､
必
ら
ず
や
世
窮
ま
り
数
尽
-

こ
れ

る
を
待
ち
て
､
則
ち
今
の
廟
を
立
つ
る
を
得
る
者
を
以
て
､
世
世
之

を
紀
る
の
祖
と
為
し
て
遷
さ
ず
｡
四
品
以
下
に
は
此
の
祖
無
し
｡

か

わ

か

惟
だ
四
世
遮

る
が
わ
る
遷
す
の
み
｡
-
夫

の
庶
人
寝
に
祭
る
が
若
き
は
､
己
に
説
う
べ
き
無
し
｡
)
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こ
の
提
案
に
お
い
て
､
夏
言
が
､
三
品
以
上
は
五
廟
､
四
品
以
下
は
四
廟
と
い
う
よ
う
に
､
官
品
に
応
じ
て
廟
数
に
等
差
を
付
け
つ
つ
､

高
祖
以
下
四
世
の
祖
先
を
祭
る
と
い
う
点
に
そ
の
基
本
を
置
い
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
り
､
確
か
に
程
院
の
方
針
を
踏
襲
し
て
い
る
｡

そ
れ
と
同
時
に
､
官
僚
は
家
廟
で
高
祖
以
下
四
世
を
､
庶
人
は
居
室

(寝
)
で
祖
父
母

･
父
母
二
代
を
､
そ
れ
ぞ
れ
祭
把
す
る
と
定
め
た

明
朝
の
家
廟
制
度
に
も
合
致
し
て
い
る
か
に
見
え
る
｡
し
か
し
､
こ
の
提
案
を
も
う
少
し
注
意
深
-
読
ん
で
み
る
と
､
家
廟
制
度
か
ら
大

き
-
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
か
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
順
追

っ
て
説
明
し
て
み
よ
う
0

明
朝
の
家
廟
制
度
と
大
き
-
異
な
る
点
の
一
つ
は
､
言
う
ま
で
も
な
-
､
始
祖

･
先
祖
祭
紀
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
始
祖

祭
把
の
条
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
､
官
僚
､
庶
人
を
問
わ
ず
､
ど
の
家
で
も
､
始
祖

･
先
祖
の
廟
を
設
け
る
こ
と
は
分
を
越
え
る
こ

と
で
あ
る
の
で
行
わ
な
い
と
い
う
原
則
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
､
本
条
に
お
い
て
も
､
こ
の
原
則
を
前
提
と
し
て
お
り
､
朱
子
の
所
説
に

打u

基
づ
き
､
冬
至

･
立
春
の
祭
時
に
始
祖

･
先
祖
の
紙
牌
を
作
り
､
祭
紀
が
終
わ
れ
ば
､
そ
れ
を
焼
却
す
る
と
さ
れ
て
い
るD
.
た
だ
し
､
始

祖
祭
紀
の
条
に
較
べ
て
､
始
祖

･
先
祖
祭
把
の
具
体
的
方
法
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
除
け
ば
､
特
別
に
注
意
を
惹
-
点
は
見
あ
た
ら

な
い
｡
よ
り
注
目
さ
れ
る
の
は
､
五
廟

･
四
廟
に
関
す
る
以
下
の
提
案
で
あ
る
｡

三
品
以
上
の
官
僚
の
五
廟
｡
明
朝
の
家
廟
制
度
は
､
西
側
か
ら
順
に
高
祖
､
曽
祖
､
祖
､
父

(捕
)
の
神
主
を
安
置
す
る
方
式
を
と
っ

て
い
た
が
､
こ
れ
に
対
し
て
､
夏
言
の
提
案
で
は
､
嗣
堂
内
部
の
配
置
は
､
五
つ
の
部
屋
に
区
切
っ
て
五
廟
と
な
し
､
中
央
に

｢五
世
の

祖
｣
を
､
両
側
の
四
室
に
高

･
曽

･
祖

･
肩
の
四
祖
を
そ
れ
ぞ
れ
祭
る
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
夏
言
の
提
案
が
周
代
に
行
わ
れ
た
と

さ
れ
る
昭
穆
制
度
の
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
昭
穆
制
度
に
つ
い
て
は
､
小
島
毅
氏
に
よ
っ
て
適
切
な

解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
､
氏
の
検
証
を
参
考
に
し
て
述
べ
て
み
よ
う
｡
周
制
に
お
け
る
昭
穆
制
度
と
は
､
始
祖

(太
祖
)
を
中
央
に

置
い
て
､
左
側
に
偶
数
世
代
の
祖
先

(昭
)､
右
側
に
奇
数
世
代
の
祖
先

(穆
)
を
安
置
す
る
配
置
を
と
る
祭
紀
の
制
度
で
あ
り
､
天
子
は
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七
廟

(太
祖
の
廟
と
三
昭
三
穆
)
､
諸
侯
は
五
廟

(太
祖
廟
と
二
昭
二
穆
)､
大
夫
は
三
廟

(太
祖
廟
と

1
昭

1
穆
)､
以
下
､
士
は

1
廟
､

庶
人
は
寝
に
祭
る
と
さ
れ
た
(『礼
記
㌔

(
王
制
))｡
明
朝
で
は
､
世
宗
の
時
代
､
宗
廟
と
い
う

一
つ
の
建
物
の
な
か
に
､
祖
先
の
神
主
を

西
か
ら
順
に
並
べ
る
方
式
に
代
え
て
､
始
め
て
昭
穆
制
度
を
採
用
す
る
と
と
も
に
､
そ
れ
ぞ
れ
の
祖
先
の
廟
を
独
立
さ
せ
､
太
祖

(朱
元

嘩
)
を
始
祖
と
し
て
､
宗
廟
の
中
央
に
位
置
さ
せ
､
ま
た
､
靖
難
の
変
を
平
定
し
た
太
宗
の
功
績
を
認
め
､
そ
の
廟
を
不
穀
廟
と
し
て
昭

側
の
ト
ッ
プ
に
据
え
て
､
以
下
の
皇
帝
の
廟
を
昭
穆
方
式
に
よ
っ
て
配
列
し
ね
｡

宋
代
以
降
に
お
い
て
､
臣
民
の
間
に
お
け
る
始
祖
祭
紀
が

｢僧
｣
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
､
周
制
に
い
う
昭
穆
制
度
の
適
用

は
本
来
宗
室
に
の
み
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
､
昭
穆
制
度
に
基
づ
-
廟
制
を
臣
民
の
家
に

も
適
用
し
ょ
う
と
す
る
見
解
は
す
で
に
丘
淳
が
披
歴
し
て
い
る
｡
成
化

1
0

(1
四
七
四
)
年
序

『文
公
家
礼
儀
節
』
巻

1
､
｢通
礼
図
｣

に
収
録
さ
れ
た

｢義
門
鄭
氏
嗣
堂
位
次
図
｣
は
､
元
末
以
降
､
義
門
と
し
て
知
ら
れ
た
浦
江
鄭
氏
に
お
い
て
､
鄭
氏
第
四
世
の
神
主
を
真

ん
中
に
置
き
､
そ
の
右
側
に
高
祖
､
曽
祖
､
祖
､
考
(父
)､
同
じ
-
左
側
に
高
祖
以
下
の
批
を
配
置
す
る
嗣
堂
制
度
を
採
用
し
て
い
た
こ

と
を
紹
介
す
る
が
､
そ
の
場
合
､
中
央
の
第
四
世
は
､
世
代
が
変
わ
っ
て
も
永
遠
に
挑
さ
れ
な
い
始
祖

(百
世
不
遷
の
祖
)
に
相
当
す
る
｡

古
礼
に
照
ら
す
な
ら
ば
､
高
祖
以
下
四
世
の
祖
を
祭
る
こ
と
さ
え

｢僧
｣
で
あ
る
の
に
､
｢又
､
之
に
始
祖
を
加
う
る
は
､
可
な
ら
ん
か
｣

と
の
疑
問
に
対
し
て
､
｢近
世
の
人
家
も
又
､
五
島
を
為
る
者
有
り
､
其
れ
時
俗
に
於
い
て
､
相
宜
し
き
に
似
た
り
｣
と
し
て
､
鄭
氏
の
嗣

堂
制
度
及
び
鄭
氏
と
同
じ
-
始
祖
を
加
え
た
五
島
を
設
け
る
近
来
の
方
法
を
支
持
す
る
｡
た
だ
し
､
祖
先
配
置
の
方
法
に
つ
い
て
は
鄭
氏

の
そ
れ
を
支
持
せ
ず
､
｢義
門
鄭
氏
同
室
位
次
図
｣
の
隣
に
掲
げ
ら
れ
た

｢五
世
並
列
之
図
｣
に
お
い
て
､
始
祖
と
批
を
中
央
に
し
て
､
左

側
に
高
祖
と
そ
の
批
､
そ
の
隣
に
祖

(祖
父
)
と
批
､
右
側
に
曽
祖
と
批
､
考

(父
)
と
批
､
と
い
う
よ
う
に
､
昭
穆
制
度
に
基
づ
-
配

置
を
示
し
て
い
る
｡

夏
言
は
､
｢五
世
の
祖
｣
の
両
側
の
祖
先
の
神
主
の
配
置
を
具
体
的
に
示
し
て
は
い
な
い
が
､
丘
淳
の

｢五
世
並
列
之
図
｣
と
同
じ
-
､
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昭
穆
制
度
に
よ
る
配
置
を
意
図
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
た
だ
し
､
夏
言
は
､
官
僚
在
世
中
に
お
け
る

｢五
世
の
祖
｣
を
す
ぐ
さ
ま
始

祖
と
み
な
し
た
わ
け
で
は
な
い
｡
嗣
堂
中
央
の
始
祖
の
位
で
祭
る
に
ふ
さ
わ
し
い
祖
先
が
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
､
こ
れ
を

｢世
よ
配
り
て

遷
さ
ざ
る
の
祖
｣

と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
､
当
面
は
､
高
祖
の
一
代
前
の
祖
先

(｢第
五
世
の
祖
｣
)
を

｢五
世
の
祖
｣
と
し
て
祭

る
に
と
ど
め
､
将
来
､
世
代
が
降
る
の
を
ま
っ
て
､
現
在
嗣
堂
を
設
立
す
る
者
す
な
わ
ち
三
品
以
上
の
官
僚
を
そ
の
子
孫
が

｢世
世
､
之

を
紀
る
の
祖

｣=
始
祖
と
な
し
て
､
永
遠
に
遷
さ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
｡

先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
､
夏
言
は
'
始
祖
祭
紀
の
条
で
､
宗
法
を
念
頭
に
置
い
て
始
祖

･
先
祖
祭
紀
を
提
起
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の

の
､
宗
法
の
適
用
に
は
全
-
言
及
し
て
い
な
か
っ
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
現
任
の
官
僚
を
始
祖
と
し
て
､
そ
の
神
主
を
嗣
堂
に
安
置
し
､

子
孫
が
永
遠
に
祭
紀
を
行
う
と
い
う
上
記
の
提
案
は
よ
り
明
確
に
宗
法
の
復
活
を
想
定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
､

永
遠
に
官
僚
の
子
孫
が
当
の
官
僚
を
始
祖
と
し
て
嗣
堂
に
祭
る
と
い
う
こ
と
は
､
と
り
も
な
お
き
ず
､
始
祖
祭
紀
を
継
承
す
る
大
宗
の
存

在
が
予
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
､
大
宗
が
予
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
､
大
宗
に
統
合
さ
れ
る
親
族
集
団
の
成
立
が
期

待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

四
品
以
下
の
官
僚
の
四
廟
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡
嗣
堂
の
配
置
を
見
る
と
､
嗣
堂
内
部
の
四
室
の
う
ち
､
中
央
の
二
室
に
高

祖

･
曽
祖
､
左
右
の
二
室
に
祖
と
肩
を
そ
れ
ぞ
れ
祭
る
こ
と
と
し
て
い
る
.
こ
の
点
に
つ
い
て
も
､
丘
淳
の

『文
公
家
礼
儀
節
』
巻

1
'

｢通
礼
図
｣
の

｢祭
四
世
之
図
｣

を
参
考
に
し
て
み
る
と
､
中
央
二
室
の
左
側
に
高
祖
､
そ
の
左
隣
に
祖
､
中
央
右
側
に
曽
祖
へ
そ
の
右

隣
に
考

(爾
)
と
な
っ
て
お
り
､
夏
言
が
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
も
､
こ
の
配
置
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
れ
も
､
昭
穆
制
度
に
依
拠

し
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
｡
こ
の
四
廟
に
は
､
始
祖
に
相
当
す
る

｢五
世
の
祖
｣
の
廟
は
な
-
､
将
来
的
に
当
の
官
僚
を
始
祖
と
す

る
こ
と
も
な
い
が
､
高
祖
以
下
四
世
の
祖
先
を
世
代
の
下
降
に
応
じ
て
代
わ
る
が
わ
る
遷
す
と
し
た
点
は
重
要
で
あ
る
(｢惟
四
世
逓
遷
而

己
｣)｡
つ
ま
り
､
現
在
の
官
僚
が
祭
る
祖
先
は
彼
か
ら
見
て
の
､
高
祖
以
下
四
代
の
祖
先
で
あ
る
が
､
そ
の
子
の
世
代
に
な
れ
ば
､
当
該
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の
高
祖
は
も
は
や
祭
紀
の
対
象
と
さ
れ
ず
､
曽
祖
､
祖
､
父
が
そ
れ
ぞ
れ
高
祖
､
曽
祖
､
祖
に
昇
格
､
こ
う
し
た
関
係
が
､
以
後
子
孫
の

世
代
の
下
降
に
と
も
な
っ
て
続
い
て
い
-
こ
と
に
な
る
｡
つ
ま
り
､
夏
言
は

｢惟
四
世
逓
遷
而
己
｣
と
い
う
わ
ず
か
七
語
を
加
え
る
こ
と

に
よ
り
､
四
品
以
下
の
官
僚
の
子
孫
が
､
官
僚
で
あ
る
か
庶
人
で
あ
る
か
に
関
係
な
-
､
絶
え
ず
高
祖
以
下
四
代
の
祖
先
祭
紀
を
持
続
で

き
る
道
を
開
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡
大
宗
の
場
合
と
異
な
り
､
永
遠
に
祭
る
べ
き
祖
先
は
な
い
も
の
の
､
官
僚
の
子
孫
が
小
宗
の
範
囲

の
親
族
を
集
合
で
き
る
可
能
性
が
残
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
｡

以
上
の
よ
う
に
､
夏
言
は
､
三
品
以
上
の
高
級
官
僚
の
家
系
に
は
大
宗
集
団
､
四
品
以
下
の
官
僚
の
家
系
に
は
小
宗
集
団
､
そ
れ
ぞ
れ

の
組
織
を
可
能
に
す
る
提
案
を
行

っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
現
任
官
僚
本
人
に
の
み
高
祖
以
下
四
世
の
祖
先
を
嗣
堂
で
祭
る
権
利
を
付
与
し

た
に
過
ぎ
ず
-
し
た
が
っ
て
､
子
孫
に
よ
る
祭
紀
継
承
は
全
-
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
-

明
朝
の
家
廟
制
度
に
比
較
し
て
､
宗
法
の
実
践
を

視
野
に
収
め
た
提
案
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡

三

改
革
案
の
行
方

嘉
靖

一
五
年
に
お
け
る
夏
言
の
上
奏
の
目
的
は
､
宗
法
原
理
を
国
家
の
礼
制
の
な
か
に
組
み
込
む
こ
と
に
あ
っ
た
が
､
そ
の
具
体
的
提

案
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
｡
宗
法
主
義
の
理
念
か
ら
す
れ
ば
､
挙
行
者
が
そ
の
始
祖
を
設
定
し
､
始
祖
嫡
系
の
子
孫
た
る
大

宗
が
始
祖
祭
紀
を
媒
介
と
し
て
永
遠
に
親
族
を
統
制
し
､
大
宗
に
小
宗
集
団
が
従
属
す
る
構
造
を
確
立
す
る
こ
と
が
理
想
的
で
あ
る
｡
し

か
し
な
が
ら
､
夏
言
は
､
始
祖
祭
紀
の
条
で
は
単
に
､
官
僚

･
民
を
問
わ
な
い
始
祖

･
先
祖
の
祭
紀
の
許
容
を
求
め
る
の
み
で
､
宗
法
原

理
の
導
入
に
は
消
極
的
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
｡
む
し
ろ
彼
が
強
調
す
る
の
は
､
官
僚
の
家
系
を
対
象
と
し
た
宗
法
の
実
践
で
あ

る
｡
す
な
わ
ち
､
三
品
以
上
の
高
級
官
僚
の
家
系
に
は
大
宗
集
団
､
四
品
以
下
の
官
僚
の
家
系
に
は
小
宗
集
団
､
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
形
成
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が
可
能
と
な
る
よ
う
な
提
案
を
行

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
提
案
が
世
宗
に
受
容
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
判
定
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
始
祖
祭
把
の
条
に
注
目
し
た
牧
野
巽
氏
は
､
清
朝
に

お
け
る
礼
制
も
考
慮
し
っ
つ
､
勅
撰
の

『大
明
会
典
』
と
王
析

『続
文
献
通
考
』
と
の
間
の
矛
盾
を
つ
い
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
『続
文
献

通
考
』
巻

二

五
､
宗
廟
考
､
｢大
臣
家
廟
｣
は
､
始
祖
祭
紀
の
条
､
家
廟
の
条
に
お
け
る
夏
言
の
提
案
に
対
し
て
､
世
宗
が
､
そ
れ
ぞ
れ

｢上
之
を
是
と
す
｣､
｢之
に
従
う
｣
と
い
う
よ
う
に
､
認
可
を
与
え
た
と
し
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
､
万
暦

一
五

(
一
五
八
七
)
年
重
修

『大

明
会
典
』
巻
九
五
､
群
紀
五
､
｢品
宮
家
廟
｣

は
､
夏
言
の
上
奏
は
収
録
し
て
お
ら
ず
､
前
掲
正
徳
刊
本
と
同
じ
-
､
『大
明
集
札
』
で
規

定
さ
れ
た
洪
武
の
制
度
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
｡
牧
野
氏
は
､
こ
の
矛
盾
に
つ
い
て
､
｢朝
廷
の
規
定
｣
と
｢臣
下

の
実
際
｣､
｢正
式
の
制
度
｣
と

｢実
際
の
規
準
｣
と
の
乗
離
を
い
い
､
結
局
､
明
朝
の
み
で
な
-
､
清
朝
に
お
い
て
も
､
始
祖
祭
把
が
公

B

認
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
翫
｡

牧
野
氏
は
､
始
祖
祭
紀
を
め
ぐ
る
朝
廷
の
公
式
の
礼
制
と
官
僚
の
見
解
や
民
間
の
実
際
と
の
乗
難
を
指
摘
し
た
が
､
問
題
は
そ
れ
の
み

に
と
ど
ま
ら
な
い
｡
上
述
の
よ
う
に
､
夏
言
の
上
奏
文
に
お
け
る
核
心
は
､
宗
法
原
理
を
礼
制
に
組
み
込
む
と
い
う
点
に
こ
そ
あ
っ
た
｡

始
祖
祭
紀
の
問
題
も
､
宗
法
主
義
と

1
体
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
O
し
た
が
っ
て
､
夏
言
の
上
奏
文
は
､
宋
代
以
来
の
宗
法
主

義
を
公
認
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
皇
帝
に
突
き
つ
け
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
そ
の
最
大
の
特
徴
が
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

｡
そ
の
場
合
に
問
題
と
な
る
の
は
､
宗
法
主
義
が
掲
げ
る
理
念
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
程
臨
ら
の
宋
儒
が
宗
法
復
活
を
主
張
し
た
究
極
の
目

的
は
､
始
祖
祭
紀
を
継
承
す
る
大
宗
が
､
祭
紀
を
媒
介
と
し
て
永
続
的
に
親
族
を
統
制
し
､
こ
う
し
て
大
宗
の
も
と
に
組
織
化
さ
れ
た
親

f;

族

(宗
族
集
団
)
が
､
全
体
と
し
て
官
界
と
の
関
係
を
事
実
上
永
遠
に
保
ち
､
｢世
臣
｣
の
家
系
を
確
立
す
る
と
い
う
点
に
あ
奪

こ
う
し

た
宋
席
の
理
念
が
明
代
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
は
､
丘
清
の
見
解
に
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
｡
『大
学
術
義
補
』
巻
五
二
､
｢家
郷
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之
礼

･
上
之
中
｣
に
､

臣
按
､
欲
行
宗
子
之
法
､
必
自
世
胃
始
｡
今
世
文
臣
無
世
襲
法
､
惟
勲
戚
及
武
臣
世
世
相
承
､
以
有
爵
禄
｡
此
法
断
然
可
行
｡
若
夫
見

任
文
臣
及
仕
官
人
家
子
孫
輿
夫
郷
里
称
為
大
族
範
姓
､
自
謂
為
士
大
夫
者
､
朝
廷
宜
立
定
制
､
伸
其
家
各
為
譜
系
｡
執
為
始
遷
干
此
者
､

執
為
始
有
封
爵
者
､
推
其
正
適

1
人
以
為
大
宗
｡
又
就
其
中
分
別
｡
某
興
業
同
高
祖
､
推
其

1
人
最
長
老
為
継
高
祖
小
宗
｡
某
興
業
同

曽
祖
､
推
其

1
人
為
継
曽
祖
小
宗
｡
某
興
業
同
祖
､
某
興
業
同
讃
､
各
推
最
長
老

1
人
以
為
小
宗
｡

(臣
按
ず
ら
-
､
宗
子
の
法
を
行
わ
ん
と
欲
す
れ
ば
､
必
ら
ず
世
胃
よ
り
始
め
よ
｡
今
の
世
の
文
臣
に
は
世
襲
の
法
無
し
､
惟
だ
勲
戚
及

か

び
武
臣
の
み
世
世
相
承
け
､
以
て
爵
禄
有
り
｡
此
の
法
断
然
行
う
べ
し
｡
夫

の
見
任
の
文
臣
及
び
仕
官
人
家
の
子
孫
と
夫
の
郷
里
称
し

て
大
族
範
姓
と
為
し
､
自
ら
謂
い
て
士
大
夫
と
為
す
者
の
若
き
は
､
朝
廷
宜
し
-
定
制
を
立
て
､
其
の
家
ご
と
に
､
各
の
お
の
譜
系
を

た
れ

た
れ

為
ら
し
め
よ
｡
執
か
始
め
て
此
に
遷
る
者
た
る
か
､
執

か
始
め
て
封
爵
を
有
す
る
者
た
る
か
､
其
の
正
適

一
人
を
推
し
て
以
て
大
宗
と

為
せ
｡
又
､
其
の
中
に
就
き
て
分
別
せ
し
む
｡
某
は
某
と
高
祖
を
同
じ
-
す
れ
ば
､
其
の
一
人
の
最
も
長
な
る
者
を
推
し
て
高
祖
を
継

ぐ
の
小
宗
と
為
し
､
某
は
某
と
曽
祖
を
同
じ
-
す
れ
ば
､
其
の
一
人
を
推
し
て
曽
祖
を
継
ぐ
の
小
宗
と
為
す
｡
某
は
某
と
祖
を
同
じ
-

し
､
某
は
某
と
肩
を
同
じ
-
す
れ
ば
､
各
の
お
の
最
も
長
な
る
者

1
人
を
推
し
て
､
以
て
小
宗
と
為
せ
｡
)

と
あ
る
｡
勲
戚

･
武
臣
と
異
な
り
､
科
挙
に
よ
り
選
抜
さ
れ
る
文
臣
官
僚
に
は
､
世
襲
制
度
が
な
-
､
世
襲
を
実
現
す
る
た
め
に
､
宗
法

(宗
子
の
法
)
は
ぜ
ひ
と
も
実
現
す
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
｡
｢世
臣
｣
の
家
系
の
確
立
の
た
め
に
は
宗
法
が
不
可
欠
で
あ
る
と

い
う
宋
席
の
見
解
が
な
お
健
在
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
｡
し
た
が
っ
て
､
夏
言
の
上
掲
の
提
案
も
､
宗
法
の
運
用
の
仕
方
に
お

い
て
､
丘
淳
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
が
､
宗
法
原
理
を
礼
制
の
な
か
に
組
み
込
も
う
と
し
た
狙
い
は
､
宋
儒
や
丘
清
の
そ
れ
と
同
じ
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と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
｡
そ
う
し
た
士
大
夫
側
の
見
解
が
､
科
挙
に
よ
る
人
材
の
登
用
を
原
則
と
す
る
国
家
の
官
僚
制
度
と
本
質

的
な
と
こ
ろ
で
抵
触
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
国
家
が
宗
法
主
義
を
公
式
に
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
､
王
折
の
見
解
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
､
士
大
夫
の
側
の
受
け
と
め
方
は
異
な
る
｡
管
志
道

(
一
五
三
六
年

～
一
六
〇
八
年
)
は

こ
の
点
に
つ
い
て
興
味
深
い
言
及
を
行
っ
て
い
る
の
で
紹
介
し
て
み
た
い
｡
管
志
道
は
蘇
州
府
太
倉
州
の
人
､
隆
慶
五

(
一
五
七

一
)
年

の
進
士
で
､
南
京
兵
部
主
事
､
広
東
余
事
な
ど
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
｡
彼
の
著
作
で
あ
る
方
暦
三
〇
(1
六
〇
二
)
年
序

『従
先
維
俗
議
』

は
､
邦
清
の

『大
学
術
義
補
』
と
と
も
に
､
士
大
夫
の
政
治
理
念
と
-
に

｢斉
家
｣

の
理
念
を
窺
う
上
で
貴
重
で
あ
る
｡
管
志
道
は
､
同

書
巻
二
､
｢考
宗
法
以
立
家
廟
議
｣

に
お
い
て
､
宗
法
原
理
を
解
釈
し
た
後
､

然
則
今
之
以
卿
大
夫
起
家
老
､
其
身
当
為
起
廟
之
祖
､
無
疑
臭
｡
身
為
祖
､
通
子
当
称
大
宗
､
統
父
所
流
出
之
孫
支
於
百
世
｡

(然
ら
ば
､
則
ち
今
の
卿
大
夫
を
以
て
家
を
起
す
者
は
､
其
の
身
は
当
に
起
廟
の
祖
と
為
る
こ
と
､
疑
い
な
し
｡
身
ら
祖
と
為
り
､
通
子

は
当
に
大
宗
と
称
し
､
父
よ
り
流
れ
出
づ
る
所
の
孫
支
を
百
世
に
統
ぶ
る
べ
し
｡
)

と
い
い
､
ま
た
､

聖
祖
既
建
四
親
之
廟
於
金
陵
､
即
以
此
礼
達
乎
天
下
｡
凡
晶
官
倶
許
紀
四
代
､
庶
人
併
旧
紀
二
代
｡
封
典
止
及
於
曽
祖
､
而
紀
典
兼
及

於
高
祖
､
視
古
渥
臭
｡
而
世
廟
復
許
庶
人
追
紀
始
祖
､
則
尤
渥
之
直
也
｡
今
始
祖
或
以
親
尽
譜
迷
而
難
遠
追
｡
四
廟
或
以
費
重
力
融
而

難
分
建
｡
然
而
既
有
此
令
､
則
士
庶
可
権
以
曽
祖
当
始
祖
｡
紀
三
代
､
不
為
僧
也
｡
卿
大
夫
則
有
品
宮
家
廟
之
式
在
｡
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(聖
祖
は
既
に
四
親
の
廟
を
金
陵
に
建
て
､
即
ち
此
の
礼
を
以
て
､
天
下
に
達
す
｡
凡
そ
品
官
は
倶
に
四
代
を
紀
る
を
許
し
､
庶
人
は
旧

く
ら

てあ
つ

に
伐
り
て
二
代
を
紀
ら
し
む
｡
封
典
は
曽
祖
に
及
ぶ
に
止
ま
る
も
､
紀
典
は
兼
ね
て
高
祖
に
及
ぶ
､
古
に
視
べ
て
浸
し
｡
而
も
､
世
廟

てあ
つ

あ
つ

は
復
た
､
庶
人
の
､
始
祖
を
追
紀
す
る
を
許
す
､
則
ち
尤
も
渥
き
の
渥
き
な
り
｡
今
､
始
祖
は
､
或
い
は
親
尽
き
譜
迷
う
を
以
て
､
遠

つ

か

退
し
難
し
｡
四
廟
も
､
或
い
は
費
重
-
力
談
き
る
を
以
て
分
建
し
難
し
.
然
れ
ど
も
､
既
に
此
の
令
有
れ
ば
､
則
ち
士
庶
､
権
り
に
曽

祖
を
以
て
始
祖
に
当
つ
る
べ
し
｡
三
代
を
紀
る
は
､
僧
と
為
さ
ざ
る
な
り
｡
卿
大
夫
は
則
ち
品
宮
家
廟
の
式
在
る
有
り
｡
)

と
い
う
｡
こ
の
二
つ
の
文
章
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
､
管
志
道
が
､
夏
言
の
提
案
は
世
宗
に
認
可
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
明
か

で
あ
る
｡
前
文
に
い
う
､
官
僚

(卿
大
夫
)
を

｢起
廟
の
祖
｣
と
し
､
そ
の
嫡
子
が
大
宗
と
な
っ
て
､
父
か
ら
分
か
れ
る
と
こ
ろ
の
子
孫

を
永
遠
に
統
合
す
る
と
い
う
考
え
は
､
夏
言
の
上
奏
の
家
廟
の
条
に
お
け
る
主
張
に
一
致
し
､
ま
た
､
始
祖
祭
紀
を
認
め
ら
れ
た

｢士

･

庶
｣
は
､
始
祖
を
捜
し
出
せ
な
け
れ
ば
､
当
面
､
曽
祖
を
始
祖
と
な
し
て
､
三
代
を
祭
る
と
い
う
後
文
の
考
え
は
､
同
じ
-
夏
言
の
始
祖

祭
紀
の
条
に
お
け
る
提
案
の
具
体
化
で
あ
る
｡
管
志
道
は
ま
た
､
前
文
に
次
の
よ
う
な
但
し
書
き
を
つ
け
て
い
る
､

但
今
宗
法
久
浬
､
而
呉
越
之
民
風
尤
換
｡
錐
立
大
宗
､
歪
能
聯
族
属
於
五
世
之
後
哉
.
宋
儒
原
語
､
大
宗
難
立
､
則
莫
如
且
立
小
宗
｡

其
論
最
当
｡
蓋
士
庶
之
家
無
廟
､
既
為
卿
大
夫
､
安
可
不
立
家
廟
以
紀
祖
考
｡
祖
考
挑
尽
､
則
身
当
為
祖
｡
参
古
宗
法
､
即
是
百
世
不

遷
之
祖
也
｡
有
嫡
子
､
則
立
婦
長
為
宗
､
当
古
老
百
世
不
遷
之
大
宗
｡
無
嫡
子
､
則
立
庶
長
為
宗
､
当
古
者
五
世
則
遷
之
小
宗
｡
今
不

問
婦
長
庶
長
､
但
含
大
宗
之
虚
名
､
而
行
小
宗
之
実
事
｡

うず

な
ん

(但
だ
､
今
､
宗
法
は
久
し
-
浬

も
れ
､
両
も
､
呉
越
の
民
風
は
尤
も
換
な
り
｡
大
宗
を
立
つ
と
錐
も
､
歪

ぞ
族
属
を
五
世
の
後
に
聯
ぬ

ち

る
能
わ
ん
や
｡
宋
儒
､
原
と
謂
う
､
大
宗
は
立
て
難
け
れ
ば
､
則
ち
､
且
つ
小
宗
を
立
つ
る
に
如
-
美
し
｡
其
の
論
､
最
も
当
れ
り
｡
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蓋
し
､
士
庶
の
家
に
廟
無
し
､
既
に
卿
大
夫
と
為
れ
ば
､
安
ん
ぞ
家
廟
を
立
て
て
以
て
祖
考
を
紀
ら
ざ
る
ぺ
け
ん
や
｡
祖
考
挑
し
尽
き

た
れ
ば
､
則
ち
身
ら
当
に
祖
と
為
る
べ
し
｡
古
の
宗
法
を
参
ず
る
に
､
即
ち
是
れ
百
世
不
遷
の
祖
な
り
｡
嫡
子
有
れ
ば
､
則
ち
婦
長
を

いにしえ

いにしえ

立
て
て
宗
と
為
し
､
古
者
の
百
世
不
遷
の
大
宗
に
当
つ
｡
嫡
子
無
け
れ
ば
､
則
ち
庶
長
を
立
て
て
宗
と
為
し
､
古
者
の
､
五
世
に
し
て

則
ち
遷
る
の
小
宗
に
当
つ
｡
今
､
婦
長
か
庶
長
か
を
問
わ
ず
､
但
だ
､
大
宗
の
虚
名
を
含
め
て
､
小
宗
の
実
事
を
行
う
べ
し
｡

管
志
道
は
､
現
在
の
官
僚
を
始
祖
と
な
し
て
､
当
該
の
官
僚
の
嫡
子
が
大
宗
に
就
任
す
る
こ
と
が
理
想
で
あ
る
も
の
の
､
人
々
が
分
散

す
る
傾
向
が
強
い
江
南
の
習
俗
を
考
慮
す
る
と
､
現
状
で
は
､
大
宗
が
､
始
祖
祭
把
に
よ
っ
て
族
人
を
統
合
で
き
る
可
能
性
は
低
い
と
み

る
｡
そ
こ
で
､
｢大
宗
の
虚
名
を
含
め
て
､
小
宗
の
実
事
を
行
う
｣
こ
と
を
提
案
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
庶
民
か
ら
官
僚

へ
と
上
昇
し
た
者
は

と
り
あ
え
ず
家
廟
を
設
け
て
祖
先
を
祭
り
､
祖
先
が
す
べ
て
墓
所
に
挑
さ
れ
た
後
､
当
の
官
僚
が
百
世
不
遷
の
祖

(始
祖
)
と
な
り
､
嫡

長
子
が
あ
れ
ば
､
大
宗
と
為
す
｡
も
し
､
姉
長
子
が
い
な
け
れ
ば
､
庶
系
の
長
子
を
宗
子
に
立
て
て
､
古
宗
法
の
小
宗
に
相
当
さ
せ
る
｡

大
宗
に
は
必
ず
し
も
こ
だ
わ
ら
ず
､
最
も
実
現
の
可
能
性
の
高
い
小
宗
の
実
現
を
勧
め
る
の
で
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
に
､
公
式
の
家
廟
制
度
は
依
然
と
し
て
明
初
の
祖
法
を
そ
の
ま
ま
に
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
り
､
明
朝
滅
亡
に
至
る
ま
で
､

改
変
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
が
､
王
折
､
管
志
道
ら
の
見
解
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
､
士
大
夫
の
側
で
は
､
夏
言
の
提
案
が
皇
帝
に
認
め
ら
れ

た
と
受
け
止
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
｡

(お
わ
り
に
)

小
論
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
､
夏
言
の
提
案
の
核
心
は
､
宗
法
原
理
を
国
家
の
公
式
の
礼
制

(家
廟
制
度
)
に
組
み
込
む
と
い
う
点
に
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こ
そ
あ
っ
た
｡
す
な
わ
ち
'
三
品
以
上
の
高
級
官
僚
の
家
系
に
は
､
大
宗
の
原
理
を
､
四
品
以
下
の
中
級
下
級
の
官
僚
の
家
系
に
は
､
小

宗
の
原
理
を
､
そ
れ
ぞ
れ
適
用
し
た
家
廟
制
度
を
許
可
す
る
よ
う
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
改
革
案
が
､
公
式
の
家
廟
制
度
に
盛
り

込
ま
れ
た
形
跡
は
な
い
が
､
士
大
夫
の
間
で
は
､
世
宗

･
嘉
靖
帝
み
ず
か
ら
が
夏
言
の
提
案
を
認
め
た
と
い
う
見
解
が
登
場
し
て
い
る
｡

そ
れ
の
み
で
は
な
い
｡
か
つ
て
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
､
後
世

(清
末

･
民
国
期
)
に
編
纂
さ
れ
た
広
東
の
地
方
志
と
族
譜
は
､

打山

夏
言
の
上
奏
が
世
宗
に
認
め
ら
れ
､
以
後
､
宗
嗣

(嗣
堂
)
及
び
宗
族
組
織
が
天
下
に
普
及
し
た
と
い
う
見
解
を
表
明
し
て
い
専

最
近

で
は
､
常
連
華
氏
も
､
広
東
だ
け
で
な
-
､
安
徴
の
宗
族
の
な
か
に
も
､
そ
う
し
た
見
解
を
伝
え
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
発
掘
し
て

Ej5

い
oa
o
夏
言
の
上
奏
が
嘉
靖
帝
に
認
め
ら
れ
た
か
ど
う
か
の
真
偽
は
確
か
め
ら
れ
な
い
が
､
皇
帝
の
勅
許
を
え
た
と
い
う
風
説
が
地
域
社

会
に
流
布
す
る
な
か
で
､
宗
法
の
実
現
を
図
る
動
き
が
加
速
さ
れ
た
状
況
は
想
定
し
う
る
で
あ
ろ
う
｡

〔補
記
〕

本
稿
は
､
｢夏
言
の
提
案
-
明
代
嘉
靖
年
間
に
お
け
る
家
廟
制
度
改
革
-
｣
(平
成
四
･五
年
度
科
研
費
補
助
金
総
合
研
究
(A
)

研
究
成
果
報
告
書

『中
国
に
お
け
る
歴
史
認
識
と
歴
史
意
識
の
展
開
に
つ
い
て
の
総
合
的
研
究
』､
東
北
大
学
文
学
部
､

一
九
九
四
年
)
に

補
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
｡

荘

川
小
島
毅

｢嘉
靖
の
礼
制
改
革
に
つ
い
て
｣
(東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
編

『ア
ジ
ア
の
文
化
と
社
会
H
㌔

汲
古
書
院
､
一
九
九
二
年
)0

似
拙
稿
｢宋
代
以
降
に
お
け
る
宗
族
の
特
質
の
再
検
討
-
仁
井
田
陸
の
同
族
『共
同
体
』
論
を
め
ぐ
っ
て
-
｣
(『名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』

〓
1､
1
九
八
七
年
)､
同
｢宗
族
の
形
成
と
そ
の
構
造
-
明
清
時
代
の
珠
江
デ
ル
タ
を
対
象
と
し
て
-
｣
(『史
林
』七
二
-
五
､
1
九
八
九
年
)､
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389
㈹Ⅳ

uHu 同

｢宗
族
形
成
の
再
開
-
明
代
中
期
以
降
の
蘇
州
地
方
を
対
象
と
し
て
-
｣
(『名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』

一
八
､

一
九
九
四
年
)0

牧
野
巽

｢宗
嗣
と
そ
の
発
達

(上
)｣
(『東
方
学
報
』
東
京
第

1
冊
､

1
九
三
九
年
.
こ
の
論
文
は
､

1
九
八
〇
年
､
御
茶
の
水
書
房
よ
り
刊

行
さ
れ
た

『牧
野
巽
著
作
集
』
第
二
巻
に
再
録
さ
れ
て
い
る
)｡
清
水
盛
光

『支
那
家
族
の
構
造
』
(岩
波
書
店
､

一
九
四
二
年
)
第
二
章

｢家
族

集
団
の
容
積
と
発
展
｣0

世
宗
に
よ
る
宗
廟
建
設
の
問
題
に
つ
い
て
は
､
小
島
毅
前
掲
｢嘉
靖
の
礼
制
改
革
に
つ
い
て
｣
で
詳
し
-
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
､
参
照
し
て

い
た
だ
き
た
い
｡

イ
ー
プ
リ
ー
及
び
常
建
華
の
両
氏
は
､
始
祖
祭
紀
の
条
の
み
で
な
-
､
家
廟
の
条
も
踏
ま
え
た
分
析
を
行
っ
て
い
る
が
､
と
も
に
､
祭
紀
の
問

題
に
焦
点
を
絞
っ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
｡
本
稿
は
､
祖
先
祭
紀
の
み
で
な
-
､
宋
代
以
降
の
宗
法
主
義
と
の
関
係
に
お
い
て
､
夏
言
の
上
奏

に
分
析
を
加
え
る
｡
E
b
rey
,P
atricia
B

uck
ley
"Co
n
fu
cianizm
a
n
d
F

am
ity

R
ituals
in
tm
p
eriat
C
hina
‥
A

So
c
ia
t
H
isto
ry
o
f

W
riting
abo
u
t
R
ite
s"
)9
9),Prin
ceton
U
niversit
y
p
.
)50-
p
.)
52.,常
連
華

｢明
清
時
期
嗣
廟
祭
祖
問
題
弁
析
｣
(『第
二
届
明
清
史
国

際
学
術
討
論
会
論
文
集
㌔

天
津
人
民
出
版
社
､
1
九
九
三
年
)
､
据
爾
康
等
著

『中
国
宗
族
社
会
』
第
四
章
､
常
建
華

｢明
清
両
堂
族
長
制
宗
族

的
強
化
｣
(新
江
人
民
出
版
社
､

一
九
九
四
年
)0

小
島
毅

『中
国
近
世
に
お
け
る
礼
の
言
説
』
(東
京
大
学
出
版
会
､

一
九
九
六
年
)
第
二
章

∃
家
礼
』
の
構
造
｣｡

程
瞭
及
び
朱
薫

『家
礼
』
の
見
解
に
関
す
る
分
析
は
､
拙
稿

｢祖
先
祭
紀
と
家
廟
-
明
朝
の
対
応
-
｣
(『文
経
論
叢
』
三
〇
I
三
､

一
九
九
五

年
)
で
検
討
を
加
え
た
こ
と
が
あ
る
の
で
､
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
｡
ま
た
､
以
下
の
研
究
が
こ
の
間
題
に
関
し
て
､
優
れ
た
分
析
を
行
っ
て

い
る
｡
イ
ー
プ
リ
ー
前
掲
著
書
､
小
島
毅
前
掲

『中
国
近
世
に
お
け
る
礼
の
言
説
』
第
二
孝

三
家
礼
』
の
構
造
｣0

『礼
記
』
｢大
伝
｣
に
､
｢礼
､
不
王
不
両
｡
王
者
帝
其
祖
之
所
日
出
､
以
其
祖
配
之
｣
と
あ
り
､
ま
た

｢喪
服
小
記
｣
に
も
､
｢王
者
帝
其
祖
之

所
日
出
､
以
其
祖
配
之
｣
と
い
う
｡
｢大
伝
｣
の
上
掲
文
章
に
付
さ
れ
た
鄭
玄
の
誌
に
､
｢凡
大
祭
日
締
､
白
､
由
也
､
大
祭
其
先
祖
所
由
生
､
謂

郊
紀
天
也
､
王
者
之
先
祖
､
皆
感
大
微
五
帝
之
精
以
生
｣
と
い
う
｡

『
二
程
遺
書
』
(四
庫
全
書
本
)
巻

1
八
に
､
｢-
其
大
略
如
此
.
且
財
瀬
皆
知
報
本
.
今
士
大
夫
家
多
忽
此
､
厚
於
奉
養
､
而
薄
於
祖
先
､
甚

不
可
也
｣
と
あ
る
｡
夏
言
は
こ
の
程
頃
の
発
言
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
.

前
掲

｢祖
先
祭
紀
と
家
廟
-
明
朝
の
対
応
I
｣.

『大
学
街
義
補
』
巻
五
二
､
｢家
郷
之
礼

･
上
之
中
｣｡

臣
按
､
大
宗
則

l
､
大
宗
宗
其
継
別
子
者
是
也
.
是
為
大
宗
.
小
宗
則
四
.
有
継
爾
之
小
宗
､
則
同
父
兄
弟
宗
之
｡
有
継
祖
之
小
宗
､
則
同
堂

兄
弟
宗
之
｡
有
継
曽
祖
之
小
宗
､
則
再
従
兄
弟
宗
之
｡
有
継
高
祖
之
小
宗
､
則
三
従
兄
弟
宗
之
｡
至
四
従
､
則
親
属
尽
絶
｡
所
謂
五
世
則
達
者
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｡
是
謂
小
宗
｡
礼
経
別
子
法
､
是
乃
三
代
封
建
諸
侯
之
制
､
而
為
諸
侯
庶
子
設
也
｡
輿
今
人
家
不
相
合
｡
今
以
人
家
始
遷
及
初
有
封
爵
仕
官

起
家
者
為
始
祖
､
以
準
古
之
別
子
､
又
以
其
継
世
之
長
子
準
古
之
継
別
者
､
世
世
相
継
､
以
為
大
宗
､
統
族
人
､
主
始
祖
立
春
之
祭
及
墓
祭
｡

其
余
以
次
遼
分
為
継
高
祖
､
継
曽
祖
､
継
祖
､
継
禰
小
宗
.

『
二
程
遺
書
』
巻

1
五
｡

喪
服
の
制
に
つ
い
て
は
､
牧
野
巽

｢明
律
に
お
け
る
親
族
範
囲
の
拡
大
｣
(前
掲

『牧
野
巽
著
作
集
』
第
二
巻
)
を
参
照
し
た
｡

始
祖
･先
祖
の
紙
牌
を
作
っ
て
祭
る
云
々
の
規
定
は
､
『家
礼
』
に
は
見
あ
た
ら
な
い
が
､
丘
淳

『文
公
家
礼
儀
節
』
巻
七
､
祭
礼
の

｢先
祖
｣

の
項
目
に
､
｢前

一
日
設
位
陳
器

(
-
無
神
主
著
作
紙
牌
)､
｢焚
祝
文

(併
取
牌
子
焚
之
V
L
と
い
う
よ
う
に
､
原
註
と
し
て
､
｢紙
牌
｣
の
作
成

と
焼
却
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
が
本
当
に
朱
子
の
説
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
､
お
そ
ら
-
､
始
祖
･先
祖
祭
紀
に
際
し
て
紙
牌

を
作
り
､
祭
り
が
終
わ
れ
ば
燃
や
す
と
い
う
方
法
が
朱
子
の
見
解
と
し
て
後
世
に
伝
え
ら
れ
て
お
り
'
夏
言
も
そ
れ
に
依
拠
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
｡

小
島
毅
前
掲

｢嘉
靖
の
礼
制
改
革
に
つ
い
て
｣｡

牧
野
巽
前
掲

｢宗
嗣
と
そ
の
発
達

(上
)｣｡

前
掲

｢宋
代
以
降
に
お
け
る
宗
族
の
特
質
の
再
検
討
-
仁
井
田
陸
の
同
族

『共
同
体
』
論
を
め
ぐ
っ
て
-
｣｡

前
掲

｢宗
族
の
形
成
と
そ
の
構
造
-
明
清
時
代
の
珠
江
デ
ル
タ
を
対
象
と
し
て
-
｣｡

前
掲

｢明
清
時
期
嗣
廟
祭
祖
問
題
弁
析
｣､
同

｢明
清
嗣
堂
族
長
制
宗
族
的
強
化
｣｡




