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吊
後
漢
時
代
に
お
け
る
「
過
礼
」
．
を
め
ぐ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
i
所
謂
「
後
漢
末
風
俗
」
再
考
の
試
み
と
し
て
一

神
　
矢
　
法
　
子

は
じ
め
に

　
儒
教
倫
理
の
具
体
的
な
実
践
形
式
と
し
て
の
礼
は
、
後
漢
時
代
社
会
的

慣
習
と
し
て
の
地
位
を
得
る
過
程
に
あ
っ
た
。
そ
こ
に
あ
っ
て
礼
は
道
徳

的
慣
習
化
し
、
そ
の
拘
束
力
を
強
め
つ
つ
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か

し
後
漢
一
代
に
あ
っ
て
は
、
礼
は
あ
く
ま
で
社
会
的
慣
習
化
の
進
行
過
程

に
あ
る
も
の
と
し
て
動
態
的
に
把
握
す
べ
き
で
あ
り
、
形
の
確
定
し
た
慣

習
そ
の
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
一
方
、
国
家
は
需
教
，
倫
理

そ
の
も
の
を
勧
奨
し
た
に
も
拘
ず
、
そ
の
実
践
の
形
式
と
し
て
の
礼
を
積

極
的
に
法
律
制
度
と
し
て
定
着
さ
せ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
後
漢
時
代

の
風
俗
と
称
さ
れ
る
も
の
は
、
右
の
よ
う
な
形
態
に
あ
る
礼
を
実
行
す
る

人
士
の
具
体
像
の
こ
と
で
あ
る
。
後
漢
風
俗
を
論
ず
る
際
、
右
の
よ
う
な

礼
の
社
会
規
範
と
し
て
の
形
態
へ
の
考
察
を
な
お
ざ
り
に
し
て
個
々
の
礼

実
行
の
形
の
現
象
的
把
握
に
終
始
す
る
の
は
、
時
代
の
実
相
と
か
け
は
な

れ
る
嫌
い
が
あ
る
。

　
本
稿
は
後
漢
時
代
、
特
に
後
学
後
半
期
の
礼
に
か
か
わ
る
特
徴
的
風
俗

を
、
右
の
よ
う
な
立
場
か
ら
検
討
を
加
え
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　
中
国
史
上
後
漢
時
代
は
、
儒
教
的
礼
教
国
家
と
し
て
の
理
想
が
実
現
し

た
時
代
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
　
「
公
卿
大
夫
よ
り
郡
県
の
吏
に
至
る
ま

で
、
威
経
明
ら
か
に
行
修
ま
れ
る
の
人
を
用
い
、
面
責
の
衛
士
も
皆
孝
経

を
習
ひ
、
飼
奴
の
子
弟
も
ま
た
太
学
に
游
ぶ
。
是
を
以
て
早
上
に
立
ち
、
俗

下
に
成
る
。
」
と
あ
る
資
治
通
号
後
漢
書
の
論
賛
は
、
．
儒
教
道
徳
と
政
治
が

即
応
し
た
礼
教
国
家
の
理
想
的
治
相
を
描
出
し
た
も
の
乏
し
て
あ
ま
り
に

も
有
名
で
あ
る
。
経
学
的
教
養
は
深
く
社
会
に
浸
透
し
、
，
－
礼
教
が
人
間
生

活
の
万
般
に
わ
た
っ
て
根
を
下
し
た
と
い
わ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
各
節
を
尚

ぶ
風
」
が
後
漢
風
俗
の
主
潮
で
あ
り
、
「
名
節
の
士
」
が
そ
れ
を
担
．
つ
者
で

あ
っ
た
。
，
こ
の
よ
ケ
な
後
漢
礼
教
国
家
の
下
に
出
現
し
た
社
会
文
化
の
具

体
相
と
し
て
の
後
漢
風
俗
に
つ
い
て
は
、
古
来
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
な
さ

れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
、
古
昔
の
史
家
に
よ
る
も
の
も
近
時

の
研
究
者
に
よ
る
も
の
も
、
と
も
に
後
接
す
る
魏
晋
時
代
の
風
俗
文
化
の

諸
相
と
の
対
比
に
お
い
て
議
論
を
立
て
て
お
り
、
著
し
く
価
値
評
価
的
な

も
の
で
あ
る
。
古
の
正
統
的
な
儒
教
的
礼
教
思
想
に
よ
る
史
家
が
魏
背
時
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i
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は

じ

め

に

儒
教
倫
理
の
具
体
的
な
実
銭
霊
山
と
し
て
の
礼
は
、
後
便
-
時
代
社
会
前

慣
習
と
し
て
の
州
地
位
を
得
る
過
程
に
あ
っ
た
。
そ
乙
に
あ
っ
て
礼
は
道
徳

的
慣
習
化
し
、
そ
の
掬
束
力
を
強
め
つ
つ
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か

し
後
漢
一
代
に
あ
っ
て
は
、
礼
は
あ
く
ま
で
社
会
的
慣
習
化
の
進
行
過
程

に
あ
る
も
の
と
し
て
動
態
的
に
把
握
す
べ
き
で
あ
り
、
形
の
確
定
し
た
慣

習
そ
の
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
一
万
、
国
家
は
儒
教
倫
理

そ
の
も
の
を
勧
奨
し
た
に
も
掬
ず
、
そ
の
実
践
の
形
式
と
し
て
の
礼
を
積

極
的
に
法
律
制
度
と
し
て
定
着
さ
せ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
後
漢
時
代

の
風
俗
と
称
さ
れ
る
も
の
は
、
右
の
よ
う
な
形
態
に
あ
る
礼
を
実
行
す
る

人
士
の
具
依
像
の
乙
と
で
あ
る
。
後
漢
風
俗
を
論
ず
る
際
、
右
の
よ
う
な

礼
の
社
会
規
範
と
し
て
の
形
態
へ
の
考
察
を
な
お
ざ
り
に
し
て
個
々
の
礼

実
行
の
形
の
現
象
的
把
握
に
終
始
す
る
の
は
、
時
代
の
実
相
と
か
け
は
な

れ
る
嫌
い
が
あ
る
。

本
稿
は
後
漢
時
代
、
特
に
後
漢
後
半
期
の
礼
に
か
か
わ
る
特
徴
的
風
俗

を
、
右
の
よ
う
な
立
場
か
ら
検
討
を
加
え
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
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ハ
門

中
国
史
上
後
漢
時
代
は
、
儒
教
的
礼
教
国
家
と
し
て
の
盟
想
が
実
現
し

た
時
代
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
「
公
卿
大
夫
よ
り
郡
県
の
吏
に
至
る
ま

で
、
戚
経
明
ら
か
に
行
修
ま
れ
る
の
人
を
用
い
、
虎
貫
の
市
隼
ム
も
皆
孝
経

を
習
ひ
、
伺
奴
の
子
学
b
ま
た
太
学
に
瀞
ぶ
。
是
を
以
て
教
ょ
に
立
ち
、
俗

下
に
成
る
。
」
と
あ
る
資
治
通
鑑
ノ
儀
俣
紀
の
論
賛
は
、
儒
教
関L
徳
と
政
治
が

即
応
し
た
礼
教
国
家
の
理
想
的
治
唄
伊
描
出
し
た
も
の
と
し
て
あ
ま
り
に

も
芳
唱
で
あ
る
。
翠
T

的
教
養
は
深
く
社
会
に
浸
透
し
、
礼
教
が
人
嗣
生

活
の
万
般
に
わ
た
っ
て
根
を
下
し
た
と
い
わ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
名
節
を
尚

ぷ
風
」
が
後
便
風
俗
の
主
潮
で
あ
り
、
「
名
節
の
士
」
が
そ
れ
を
担
v

♀
台
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
後
漢
礼
教
国
家
の
下
に
出
現
し
た
社
会
文
化
の
具

体
相
と
し
て
の
後
漢
風
俗
に
つ
い
て
は
、
古
来
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
な
さ

れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
、
古
昔
の
史
家
に
よ
る
も
の
も
近
時

の
研
究
者
に
よ
る
も
の
え
と
も
に
後
援
す
る
墾
日
時
代
の
風
俗
文
化
の

諸
相
と
の
対
比
に
お
い
て
議
論
を
立
て
て
お
り
、
著
し
く
価
値
評
価
的
な

も
の
で
あ
る
。
古
の
正
統
的
な
儒
教
的
礼
教
思
想
に
よ
る
史
家
が
魂
晋
時
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後
漢
時
代
に
お
け
る
「
過
礼
」
を
め
ぐ
っ
て

代
に
お
け
る
老
荘
思
想
へ
の
傾
斜
や
儒
教
的
礼
教
の
軽
視
、
．
礼
法
無
視
の

傾
向
を
、
頽
廃
し
た
軽
薄
の
風
俗
と
観
た
場
合
、
後
漢
風
俗
は
お
お
む
ね

ま
た
と
な
く
醇
に
う
る
わ
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
近
時
の
史
家

が
「
近
代
的
」
価
値
観
に
立
っ
て
、
魏
晋
風
俗
に
儒
教
思
想
か
ら
の
解
放
、

儒
教
的
礼
教
の
形
式
主
義
か
ら
の
脱
皮
等
を
認
め
た
際
、
後
漢
風
俗
へ
の

評
価
は
冷
淡
で
辛
辣
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
後
者
は
お
お
む
ね
、
森
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

樹
三
郎
氏
の
名
著
「
魏
晋
時
代
に
お
け
る
人
間
の
発
見
」
に
見
え
る

視
座
、
魏
者
文
化
に
お
け
る
「
人
間
主
義
」
を
根
底
に
お
っ
て
い
る
。
い

ず
れ
の
立
場
、
視
点
を
と
る
に
せ
よ
、
両
時
代
の
風
俗
文
化
を
対
比
す
る

際
基
本
的
に
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
両
時
代
の
人
士
の
儒
教
倫
理
と
そ
の

具
体
的
な
実
践
の
形
式
で
あ
る
礼
と
の
か
か
わ
り
方
で
あ
る
。
し
か
る
に

い
ず
れ
の
場
合
も
、
後
漢
時
代
と
無
事
時
代
と
で
は
、
，
礼
の
社
会
規
範
と

し
て
の
存
在
形
式
が
決
定
的
に
異
っ
て
い
る
事
実
を
な
お
ざ
り
に
し
て
い

る
。
旧
来
特
に
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
孝
の
実
践
の
形
式
と
し
て
最
も
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

要
視
さ
れ
る
親
に
対
す
る
服
喪
⊥
二
年
喪
を
め
ぐ
る
両
時
代
の
風
俗
で
あ

　
　
　
（
3
）

る
が
、
　
（
魏
）
晋
時
代
、
そ
れ
が
習
俗
と
し
て
定
着
し
国
連
と
し
て
の
地

瘍
得
て
い
硬
に
対
し
・
錘
韓
は
い
ま
だ
道
徳
慰
俘
の
塗

に
あ
り
、
習
俗
と
し
て
定
着
化
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
両
時
代

の
礼
の
社
会
規
範
と
し
て
の
存
在
形
態
の
ち
が
い
を
捨
象
し
た
後
漢
風
俗

論
は
、
後
漢
風
俗
と
そ
の
精
神
へ
の
理
解
を
不
当
に
平
板
な
も
の
と
し
て

い
る
嫌
い
が
あ
る
。
よ
っ
て
以
下
ま
、
ず
後
漢
時
代
の
礼
的
風
俗
に
特
徴
的

な
も
の
と
さ
れ
る
「
過
礼
」
を
手
が
か
り
と
し
て
後
漢
時
代
に
お
け
る
礼

の
社
会
規
範
と
し
て
の
実
相
に
ふ
れ
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
　
⇒

　
　
　
　
（

　
後
漢
時
代
の
礼
的
風
俗
と
し
て
特
徴
的
な
現
象
を
「
過
礼
」
的
礼
実
践

と
総
称
引
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
　
「
過
礼
」
と
は
も
と
も
と
宮
崎
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

定
氏
が
そ
の
著
「
面
影
風
俗
」
に
お
い
て
示
し
た
概
念
で
あ
る
。

氏
は
「
儒
学
の
戒
律
た
る
雲
霞
葱
そ
の
ま
ま
文
字
通
り
実
行
し
よ
う
と
す

る
人
々
」
を
「
守
礼
」
派
、
「
礼
冠
の
命
ず
る
ま
ま
の
規
矩
を
過
ご
し
て

実
行
し
よ
う
ど
す
る
人
々
」
を
「
過
礼
」
派
と
分
類
し
、
後
漢
禾
に
増
加

す
る
「
過
誤
」
派
の
生
態
を
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
氏
は
、
「
過
礼
」

派
の
「
常
礼
」
的
礼
実
践
は
有
利
な
辟
召
察
挙
を
被
ら
ん
が
た
め
の
自
己

宣
伝
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
外
形
の
誇
張
に
終
始
し

た
空
疎
さ
、
内
面
性
の
欠
除
に
対
す
る
批
判
の
精
神
が
、
礼
を
無
視
す
る

と
い
う
意
味
で
の
虚
無
思
想
や
老
荘
思
想
を
探
り
あ
て
て
い
く
、
と
す
る
。

　
ま
、
ず
宮
崎
氏
の
分
類
に
お
い
て
「
過
礼
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い

て
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
正
史
の
孝
義
伝
や
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
さ
ま
ざ

ま
な
編
者
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
「
孝
子
伝
」
に
見
え
る
よ
う
な
誇
張
的

な
鑑
蓼
始
め
と
す
る
い
く
つ
か
の
撰
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
で
具
体
的
な
問
題
と
す
る
の
は
、
右
の
う
ち
、
後
漢
時
代
の
「
過
礼
」

を
特
色
づ
け
る
親
に
対
す
る
服
喪
の
あ
り
方
で
あ
る
。

　
後
漢
書
巻
九
十
六
陳
蕃
伝
に
、

　
　
（
蕃
）
遷
為
楽
安
太
守
…
…
…
民
有
趙
亘
、
足
腰
而
薄
塗
墜
堤
、
因

　
　
居
其
中
、
行
田
二
十
余
年
、
郷
邑
称
孝
、
下
郡
数
礼
物
之
、
郡
内
以

　
　
薦
蕃
、

と
あ
り
、
桓
帝
時
代
頃
、
楽
安
で
親
の
喪
に
服
す
る
こ
と
二
十
余
年
に
及
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後
漢
時
代
に
お
け
る
「
ー
過
礼
」
を
め
ぐ
っ
て

代
に
お
け
る
半
意
思
想
へ
の
傾
斜
や
儒
教
的
礼
教
の
軽
視
、
礼
法
無
視
の

傾
向
を
、
類
廃
し
た
軽
薄
の
風
俗
と
観
た
場
合
、
後
漢
風
俗
は
お
お
む
ね

ま
た
と
な
く
醇
に
う
る
わ
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
近
時
の
史
家

が
「
近
代
的
」
価
値
観
に
立
っ
て
、
翠
目
風
俗
に
儒
教
思
想
か
ら
の
解
放
、

儒
教
的
礼
教
の
形
式
主
義
か
ら
の
脱
墓
守
を
認
め
た
際
、
後
漢
風
俗
へ
の

評
価
は
冷
淡
で
辛
錬
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
後
者
は
お
お
む
ね
、
森
三

樹
三
郎
氏
の
名
著
「
貌
晋
時
代
に
お
け
る
人
間
の
発
見
」
に
見
え
る

視
座
、
墾
国
文
化
に
お
け
る
「
人
間
主
義
」
を
根
底
に
お
っ
て
い
る
。
い

ず
れ
の
立
場
、
視
点
を
と
る
に
せ
よ
、
両
時
代
の
風
俗
文
花
を
対
比
す
る

際
基
本
的
に
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
両
時
代
の
人
士
の
儒
教
倫
理
と
そ
の

具
体
的
な
実
践
の
形
式
で
あ
る
礼
と
の
か
か
わ
h
方
で
あ
る
。
し
か
る
に

い
ず
れ
の
場
合
も
、
後
漢
時
代
と
貌
晋
時
代
と
で
は
、
礼
の
社
会
規
範
と

し
て
の
存
在
霊
山
が
決
定
的
に
異
っ
て
い
る
事
実
を
な
お
ざ
り
に
し
て
い

る
。
旧
来
特
に
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
孝
の
実
践
の
霊
山
と
し
て
苧
も
重

(2) 

要
視
さ
れ
る
親
に
対
す
る
服
喪
上
一
歪
喪
を
め
ぐ
る
両
時
代
の
風
俗
で
あ

(3) 

る
が
、
(
貌
)
晋
時
代
、
そ
れ
が
習
俗
と
し
て
定
着
し
図
柄
と
し
て
の
地

戸

4

)

(

5

)

位
を
得
て
い
た
の
に
対
し
、
後
漢
時
代
は
い
ま
だ
道
徳
留
日
俗
化
の
塗

ι

に
あ
り
、
習
俗
と
し
て
定
草
花
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
乙
う
し
た
両
時
代

の
礼
の
社
会
規
範
と
し
て
の
存
在
形
態
の
ち
が
い
を
捨
象
し
た
後
一
漢
風
俗

論
は
、
後
漢
風
俗
と
そ
の
精
神
へ
の
理
解
を
不
当
に
平
板
な
も
の
と
し
て

い
る
嫌
い
が
あ
る
。
よ
っ
て
以
下
ま
ず
急
漢
時
代
の
礼
的
風
俗
に
特
徴
的

な
も
の
と
さ
れ
る
「
過
礼
」
を
手
が
か
り
と
し
て
後
漢
時
代
に
お
け
る
礼

の
社
会
規
範
と
し
て
の
実
相
に
ふ
れ
る
と
と
と
す
る
。

コ

後
漢
時
代
の
礼
的
風
俗
と
し
て
特
徴
的
な
現
家
を
「
過
礼
」
的
礼
申
議

と
総
称
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
「
過
礼
」
と
は
も
と
も
と
宮
崎
市

(6) 

定
氏
が
そ
の
著
「
漢
末
風
俗
」
に
お
い
て
示
し
た
概
念
で
あ
る
。

氏
は
「
儀
子
の
戒
律
た
る
礼
制
を
そ
の
ま
ま
文
字
通
句
実
行
し
よ
う
と
す

る
人
々
」
を
「
守
礼
」
派
、
「
礼
経
の
命
ず
る
ま
ま
の
規
矩
を
過
ご
し
て

実
行
し
よ
う
と
す
る
人
々
」
を
「
過
托
」
派
と
分
類
し
、
後
漢
末
に
増
加

す
る
「
過
礼
」
派
の
生
態
を
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
氏
は
、
「
過
礼
」

派
の
「
過
礼
」
的
札
一
実
践
は
有
利
な
畔
召
察
挙
を
被
ら
ん
が
た
め
の
自
己

宣
伝
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
外
形
の
誇
張
に
終
始
し

た
空
疎
さ
、
内
面
性
の
欠
除
に
対
す
る
批
判
の
精
神
が
、
礼
を
無
視
す
る

と
い
う
意
味
で
の
虚
無
思
想
や
半
意
思
想
を
探
り
あ
て
て
い
く
、
と
す
る
。

ま
ず
宮
崎
氏
の
分
類
に
お
い
て
「
過
礼
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い

て
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
正
史
の
堂
義
伝
や
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
さ
ま
ざ

ま
な
擾
官
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
「
孝
子
伝
」
に
見
え
る
よ
う
な
誇
張
的

(7) 

な
孝
悌
謹
を
始
め
と
す
る
い
く
つ
か
の
現
象
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
で
具
体
的
な
問
題
と
す
る
の
は
、
右
の
う
ち
、
後
漢
時
代
の
「
過
礼
」

を
特
色
ゃ
つ
け
る
親
に
対
す
る
服
喪
の
あ
り
方
で
あ
る
。

後
漢
書
巻
九
十
六
陳
蕃
伝
に
、

(
蕃
)
選
為
墾
安
太
守
:
:
:
:
・
民
有
趨
宣
、
葬
親
而
不
閉
隠
堤
、
因

居
其
中
、
行
服
一
干
余
年
、
郷
口
保
孝
、
州
郡
数
乱
請
之
、
郡
内
以

薦
蕃
、

と
あ
り
、
桓
帝
時
代
頃
、
楽
安
で
親
の
喪
に
服
す
る
こ
と
二
十
余
年
に
及
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び
、
郷
邑
で
そ
の
孝
を
称
さ
れ
て
い
た
人
物
趙
宣
の
こ
と
が
兇
え
て
い
る
。

ま
た
後
漢
書
巻
六
十
九
序
文
に
、

　
　
安
帝
時
、
汝
南
牌
包
母
親
、
好
学
篤
行
、
喪
丸
錐
至
孝
聞
、
及
父
嬰

　
　
後
妻
而
憎
包
、
触
出
乏
、
包
日
夜
號
泣
、
不
能
去
（
中
略
）
、
積
歳

　
　
余
、
父
母
類
而
還
之
、
後
髪
六
年
服
、
喪
国
選
哀
、

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
親
の
た
め
に
六
年
の
服
を
行
っ
た
も
の
の
よ
う
に
読

　
　
（
8
）

み
と
れ
る
。
ま
た
幼
少
に
し
て
親
を
失
い
喪
礼
を
尽
く
す
こ
と
が
不
十
分

で
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
成
人
後
改
め
て
服
喪
す
る
こ
と
（
二
度
服
喪
す

る
こ
と
）
が
行
わ
れ
て
い
る
（
以
下
こ
れ
を
重
喪
と
い
う
）
。
後
漢
書
巻

七
十
二
光
武
十
王
伝
に
、

　
　
永
建
二
年
、
封
（
御
下
）
擦
二
連
敏
・
倹
為
郷
候
、
擦
及
弟
蒸
郷
候

　
　
倹
、
並
有
徳
行
、
母
卒
、
皆
吐
血
翫
琵
只
事
服
練
紅
、
兄
弟
御
念
初

　
　
喪
父
、
幼
少
、
哀
礼
有
学
、
因
復
重
行
喪
制
（
中
略
）
、
順
帝
美
之
、

と
あ
り
、
後
漢
書
巻
百
四
衰
紹
伝
に
、

　
　
少
為
郎
、
除
灌
首
長
、
遭
母
憂
去
官
、
三
年
礼
寛
、
量
感
幼
孤
、
又

　
　
行
燈
服
、

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
官
吏
が
郡
将
挙
主
に
対
し
て
親
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

て
す
る
と
同
じ
三
年
の
喪
に
服
す
る
こ
と
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
。
ま

た
官
立
が
、
親
の
た
め
の
み
な
ら
ず
、
走
行
の
親
の
た
め
に
服
喪
去
湿
す

　
（
1
0
）

る
こ
と
も
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
。
以
上
に
挙
げ
た
も
の
の
う
ち
、
前

二
者
、
す
な
わ
ち
親
の
た
め
に
、
礼
経
に
定
め
ら
れ
た
三
年
を
超
過
し
た

服
喪
と
重
服
を
行
う
こ
と
と
は
、
　
（
魏
）
晋
以
降
に
は
そ
の
例
を
見
な
く

　
　
後
漢
時
代
に
お
け
る
「
過
礼
」
を
め
ぐ
っ
て

な
る
、
ま
さ
し
く
後
漢
時
代
の
礼
実
践
に
お
い
て
特
色
的
な
現
象
で
あ
る
。

こ
う
し
た
礼
実
践
の
あ
り
方
は
礼
論
上
「
術
礼
」
1
あ
や
ま
っ
た
礼
一
に

当
る
の
で
あ
る
。
後
二
者
は
、
後
漢
時
代
の
風
俗
醇
美
を
論
証
す
る
素
材

と
さ
れ
続
け
て
き
た
も
の
で
あ
り
後
漢
時
代
に
お
い
て
特
色
的
な
礼
的
風

俗
と
よ
ぶ
こ
と
は
で
き
る
が
、
必
ず
し
も
後
漢
時
代
に
限
ら
れ
た
現
象
で

（
1
1
）

は
な
い
。
本
稿
で
は
特
に
前
二
者
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
宮
崎
氏
は
、
右
に
と
り
あ
げ
た
親
に
対
す
る
三
年
を
超
過
す
る
服
喪
や

重
量
を
「
守
礼
」
に
対
す
る
出
過
礼
」
と
し
て
分
類
す
る
に
当
り
、
そ
れ

が
礼
縫
上
「
八
寸
」
に
該
当
す
べ
き
こ
と
を
補
言
し
て
い
る
に
も
拘
ず
、

現
実
に
漢
時
代
に
あ
っ
て
は
、
右
の
よ
う
な
事
例
が
「
循
礼
」
と
見
な
さ

れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
へ
の
考
察
を
省

い
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
が
選
挙
に
お
け
る
有
効
な
自
己
宣
伝
の
手
段

で
あ
り
得
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
そ
れ
ら
が
「
術
礼
」
視
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
い
う
「
術
礼
」
と
い
う
概
怠
は
、
後
漢
の

応
爾
が
そ
の
著
『
風
俗
通
』
に
お
い
て
設
け
た
項
目
の
名
に
よ
っ
て
い
る
。

『
風
俗
通
』
『
術
礼
」
は
、
当
時
の
人
士
の
あ
や
ま
っ
た
礼
実
践
の
数
々

を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
あ
っ
て
親
に
対
す
る
三
年
を
超
過

す
る
服
喪
や
重
喪
は
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
後
漢
時

代
、
そ
れ
ら
が
社
会
に
お
い
て
「
術
礼
」
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能

性
を
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
三

年
を
超
過
す
る
服
喪
や
重
喪
を
「
婚
礼
」
と
分
類
す
る
場
合
、
「
過
重
」

を
「
盲
爆
」
を
含
ま
な
い
概
念
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
よ
り
妥
当
と
さ

一一@29　一一

ぴ
、
郷
邑
で
そ
の
孝
を
称
さ
れ
て
い
た
人
物
越
宣
の
こ
と
が
見
え
て
い
る
。

ま
た
後
漢
書
巻
六
十
九
序
文
に
、

安
帝
時
、
汝
南
醇
包
孟
嘗
、
好
学
僅
噌
/
灯
、
喪
母
以
至
差
閥
、
及
父
嬰

後
妻
而
憎
包
、
盆
山
之
、
包
日
夜
披
泣
、
不
能
去
(
中
略
)
、
積
歳

余
、
父
母
暫
而
還
之
、
後
行
六
年
服
、
喪
過
半
L

段、

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
親
の
た
め
に
六
年
の
服
を
行
っ
た
も
の
の
よ
う
に
読

{
O
O
」

み
と
れ
る
。
ま
た
幼
少
に
し
て
親
を
失
い
喪
礼
を
尽
く
す
こ
と
が
不
十
分

で
あ
っ
た
乙
と
を
理
由
に
成
人
後
改
め
て
服
喪
す
る
こ
と
(
二
度
程
捜
す

る
乙
と
)
が
行
わ
れ
て
い
る
(
以
下
こ
れ
を
重
喪
と
い
う
)
。
後
漢
書
巻

七
十
二
光
武
十
王
伝
に
、

永
建
二
年
、
封
(
孝
王
)
譲
二
弟
敏
・
倹
為
郷
候
、
藤
及
翠
燕
郷
候

倹
、
並
有
徳
行
、
母
卒
、
皆
吐
血
露
『
至
服
練
紅
、
兄
弟
追
念
初

喪
父
、
幼
少
、
哀
礼
有
閥
、
因
復
重
行
再
制
(
中
略
)
、
順
帝
美
之
、

と
あ
り
、
後
漢
書
巻
百
四
衰
紹
伝
に
、

少
為
郎
、
除
稽
届
長
、
遭
母
憂
去
官
、
三
年
礼
覚
、
追
感
幼
孤
、
又

行
父
服
、

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
官
吏
が
郡
将
挙
主
に
対
し
て
親
に
対
し

戸

9
)

て
す
る
と
同
じ
三
年
の
喪
に
服
す
る
こ
と
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
。
ま

た
官
吏
が
、
親
の
た
め
の
み
な
ら
ず
、
期
功
の
親
の
た
め
に
服
喪
去
官
す

(
叩
)

る
こ
と
も
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
。
以
上
に
挙
げ
た
も
の
の
う
ち
、
前

二
者
、
す
な
わ
ち
親
の
た
め
に
、
礼
経
に
定
め
ら
れ
た
三
年
を
超
過
し
た

服
喪
と
重
服
を
行
う
乙
と
と
は
、
(
貌
)
晋
以
降
に
は
そ
の
例
を
見
な
く

後
漢
時
代
に
お
け
る
「
過
礼
」
を
め
ぐ
っ
て

な
る
、
ま
さ
し
く
後
漢
時
代
の
礼
実
践
に
お
い
て
特
色
的
な
現
家
で
あ
る
。

こ
う
し
た
礼
実
践
の
あ
h
方
は
礼
論
↑
ム
「
街
礼
」

l
あ
や
ま
っ
た
礼
i
k

当
る
の
で
あ
る
。
後
二
者
は
、
後
漢
時
代
の
風
俗
堅
実
を
論
証
す
る
素
材

と
さ
れ
続
け
て
き
た
も
の
で
あ
り
後
漢
時
代
に
お
い
て
特
色
的
な
礼
的
風

俗
と
よ
ぶ
乙
と
は
で
き
る
が
、
必
ず
し
も
後
漢
時
代
に
限
ら
れ
た
現
家
で

(
日
)

は
な
い
。
本
稿
で
は
特
に
前
二
者
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

宮
崎
氏
は
、
右
に
と
り
あ
げ
た
親
に
対
す
る
三
年
を
超
過
す
る
服
喪
や

重
喪
を
「
守
礼
」
に
対
す
る
「
過
礼
」
と
し
て
分
類
す
る
に
当
り
、
そ
れ

が
礼
帯
二
桁
礼
」
に
該
当
す
べ
き
こ
と
を
碕
百
し
て
い
る
に
4
D
拘
ず
、

現
実
に
漢
時
代
に
あ
っ
て
は
、
右
の
よ
う
な
事
例
が
「
桁
礼
」
と
見
な
さ

れ
る
乙
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
へ
の
考
察
を
省

い
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
が
選
挙
に
お
け
る
宣
銅
な
自
己
宣
伝
の
手
段

で
あ
り
得
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
そ
れ
ら
が
「
街
礼
」
視
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
を
青
山
味
す
る
。
乙
乙
で
い
う
「
街
礼
」
と
い
う
概
念
は
、
後
漢
の

応
前
が
そ
の
著
『
風
俗
通
』
に
お
い
て
設
け
た
項
目
の
名
に
よ
っ
て
い
る
。

『
風
俗
通
』
『
街
礼
」
は
、
当
時
の
人
士
の
あ
や
ま
っ
た
礼
実
践
の
数
々

ル
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
あ
っ
て
親
に
対
す
る
三
年
を
超
過

す
る
服
喪
や
重
喪
は
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
乙
の
乙
と
は
、
後
漢
時

代
、
そ
れ
ら
が
社
会
ば
お
い
て
「
桁
礼
」
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能

性
を
示
唆
す
る
と
乙
ろ
が
大
き
い
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
三

年
を
超
過
す
る
服
喪
や
重
喪
を
「
過
礼
」
と
分
類
す
る
場
合
、
「
過
礼
」

を
「
桁
礼
」
を
含
ま
な
い
概
念
と
し
て
規
定
す
る
乙
と
が
よ
h
妥
当
と
さ
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後
漢
時
代
に
お
け
る
「
過
礼
」
を
め
ぐ
っ
て

れ
よ
う
。

　
な
お
、
今
ま
で
「
過
礼
」
と
い
っ
て
き
た
も
の
に
該
当
す
る
豊
代
史
料

を
求
め
る
と
、
．
「
哀
思
過
熱
」
　
「
焦
殿
過
礼
」
と
い
っ
た
も
の
が
こ
れ
に

あ
た
る
。

例
え
ば
、
後
漢
書
巻
八
十
五
済
北
恵
王
伝
に
、

　
9
（
済
北
三
三
安
国
の
子
）
次
九
歳
喪
父
、
至
孝
、
建
和
三
年
、
梁
太

　
　
后
下
三
日
、
済
北
三
次
以
幼
年
守
旧
、
躬
履
孝
道
、
高
高
哀
働
、

　
　
焦
四
過
礼
、
草
盧
土
席
、
衰
杖
三
身
、
頭
不
枇
沐
、
三
生
瘡
腫
、
諒

　
　
闇
以
来
、
二
十
八
月
目
自
諸
国
有
婦
『
未
多
聞
也
、
朝
廷
甚
嘉
焉

　
　
書
土
製
乎
、
用
徳
章
竪
口
、
詩
云
、
孝
子
彊
弩
、
永
錫
爾
類
、
今
増

　
　
次
封
五
壬
月
、
広
其
上
宇
、
以
慰
孝
子
側
隠
々
労
、
、
・

と
あ
る
。
ま
た
後
漢
書
巻
六
十
暮
焚
礁
伝
に

　
　
惹
事
後
母
至
孝
、
及
母
卒
、
哀
思
過
礼
、
殿
病
田
婆
心
、
世
祖
常
遣

　
　
や

　
　
中
黄
門
朝
暮
送
趨
粥
、
服
関
、
就
侍
中
丁
畢
生
公
羊
厳
氏
春
秋
、

と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
後
漢
時
代
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
見
え
る
蕉

殿
過
礼
」
や
「
哀
思
答
礼
」
は
後
漢
時
代
に
特
有
の
も
の
で
は
な
い
、
後

世
に
あ
っ
て
も
普
遍
的
な
「
黙
礼
」
の
形
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

右
の
よ
う
な
形
に
お
け
る
「
過
礼
」
1
礼
の
過
剰
実
践
、
或
は
超
過
実
践

は
、
礼
が
も
と
．
σ
く
と
こ
ろ
の
入
情
の
発
露
の
あ
り
方
と
し
て
非
難
す
べ

き
も
の
と
は
さ
れ
ず
、
，
「
循
礼
」
に
は
該
当
し
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

「
過
礼
」
と
は
、
そ
の
社
会
に
お
い
て
礼
の
も
と
つ
く
人
情
の
発
現
の
あ

り
万
と
し
て
是
認
さ
れ
得
る
礼
経
の
示
す
標
準
の
超
過
実
践
、
．
過
剰
実
践

を
指
す
の
で
あ
る
が
、
後
漢
時
代
に
お
け
る
親
に
対
す
る
三
年
を
越
え
る

服
喪
や
三
曲
は
、
後
漢
時
代
に
お
い
て
こ
れ
が
．
溝
礼
」
と
さ
れ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
　
「
焦
殿
過
酷
」
、
や
、
コ
三
思
過
礼
」
の
場
合

と
同
じ
「
過
礼
」
の
範
曝
に
お
い
て
解
釈
さ
れ
容
認
さ
れ
て
い
た
と
い
っ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

㊨
、

　
右
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
後
漢
時
代
、
服
喪
期
間
の
極
端
な
超
遇
や
重

喪
と
い
う
喪
服
礼
に
お
け
る
最
も
顕
要
な
形
式
性
が
破
ら
れ
て
い
て
も
、

そ
れ
が
「
彷
礼
」
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
後
漢
時
代
喪
服
礼
の
外

形
そ
の
も
の
が
確
定
し
て
い
な
か
っ
た
の
に
基
い
て
い
る
。
つ
と
に
こ
の

点
を
指
摘
し
た
の
は
趙
翼
で
あ
る
。

　
趙
翼
『
二
十
二
金
箭
記
』
巻
軸
「
羅
漢
喪
服
無
定
制
」
は
漢
時
代
、
親

に
対
す
る
三
年
喪
を
始
め
ど
す
る
諸
々
の
喪
服
に
つ
い
て
，
「
定
制
」
が
な

か
っ
た
こ
と
を
道
破
し
た
卓
論
で
あ
6
。
・
こ
と
に
子
の
父
（
母
）
に
対
す

る
服
喪
に
つ
い
て
「
，
統
計
す
る
に
、
両
漢
の
落
胆
、
父
母
の
為
め
に
三
年

に
服
す
る
者
有
る
こ
と
竿
な
り
。
蓋
し
習
俗
相
ひ
沿
ひ
て
已
に
故
事
を
成

せ
る
に
因
る
。
然
れ
ど
も
故
事
を
成
す
と
雄
も
、
朝
廷
本
ど
未
だ
喪
を
行

ふ
を
許
さ
ざ
る
の
令
有
ら
ず
。
故
に
行
ふ
と
行
は
ざ
る
と
は
、
傍
ほ
人
の

　
　
　
　
　
　
マ
カ

自
ら
便
ど
す
る
に
聴
す
・
転
・
…
…
蓋
し
本
と
必
ず
し
も
当
に
喪
を
行
ふ
べ
き

の
制
な
し
…
…
…
亦
た
喪
を
行
ふ
を
許
さ
ざ
る
の
制
な
し
…
い
」
：
惟
ふ
に
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後
漢
時
代
に
お
け
る
「
過
礼
」
を
め
ぐ
っ
て

れ
よ
う
。

な
お
、
今
ま
で
「
過
礼
」
と
い
っ
て
き
た
も
の
に
該
当
す
る
漢
代
申
科

を
求
め
る
と
、
「
哀
思
過
杭
」
「
焦
強
過
礼
」
と
い
っ
た
も
の
が
乙
れ
に

あ
た
る
。

例
え
ば
、
後
漢
書
巻
八
十
五
済
北
恵
王
伝
民
、

(
済
北
萱
王
宏
国
の
子
)
次
九
歳
喪
父
、
至
孝
、
建
和
元
年
、
仰
木
太

后
下
詔
回
、
済
北
王
次
以
幼
年
守
藩
、
射
履
斐
坦
、
父
没
哀
働
、

焦
按
過
礼
、
草
麿
工
席
、
衰
杖
在
身
、
頭
不
枇
休
、
体
生
癒
腫
、
諒

闇
以
来
、
二
十
八
月
、
自
諸
国
査
愛
、
未
之
聞
也
、
朝
程
甚
嘉
宥

書
不
云
乎
、
用
筆
早
墜
書
、
詩
一
五
、
孝
子
不
置
、
永
錫
爾
類
、
今
増

次
封
五
壬
円
、
広
其
土
字
、
以
慰
孝
子
側
隠
之
労
、

と
あ
る
。
ま
た
後
漢
書
巻
六
十
二
撲
俊
広
に

ほ
事
後
母
至
孝
、
及
母
卒
、
哀
思
過
礼
、
強
愚
小
自
支
，
世
祖
常
遣

中
黄
門
朝
暮
送
鍾
粥
、
服
関
、
悲
侍
中
丁
恭
受
爪
宝
厳
氏
春
秋
、

と
あ
る
。
乙
れ
ら
は
後
漢
時
代
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
見
え
る
召
小

鍛
過
礼
」
や
「
塞
忠
過
托
」
は
後
漢
時
代
に
特
有
の
も
の
で
は
な
い
、
後

世
に
あ
っ
て
も
普
遍
的
な
「
過
礼
」
の
形
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

右
の
よ
う
な
形
に
お
け
る
「
過
礼
」
!
礼
の
過
剰
実
践
、
或
は
超
過
実
践

は
、
礼
が
も
と
づ
く
と
こ
ろ
の
人
情
の
発
蕗
の
あ
h
方
と
し
て
非
難
す
べ

き
も
の
と
は
さ
れ
ず
、
「
桁
礼
」
に
は
該
当
し
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

「
過
礼
」
と
は
、
そ
の
社
会
に
お
い
て
礼
の
も
と
づ
く
人
情
の
発
現
の
あ

わ
方
と
し
て
是
認
さ
れ
得
る
礼
経
の
示
す
標
準
の
超
過
実
践
、
過
剰
実
践

を
指
す
の
で
あ
る
が
、
後
漢
時
代
に
お
け
る
親
に
対
す
る
三
年
を
越
え
る

服
喪
や
重
喪
は
、
後
漢
時
代
に
お
い
て
乙
れ
が
h

街
礼
」
と
さ
れ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
「
焦
致
過
托
」
や
「
哀
思
過
紅
」
の
場
合

と
閉
じ
「
過
礼
」
の
範
噂
に
お
い
て
解
釈
さ
れ
容
認
さ
れ
て
い
た
と
い
っ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

日
右
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
後
漢
時
代
、
服
喪
期
間
の
極
端
な
超
過
や
重

喪
と
い
う
喪
服
礼
に
お
け
る
日
亭
b
顕
要
な
霊
山
性
が
破
ら
れ
て
い
て
も
、

そ
れ
が
「
街
礼
」
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
後
漢
時
代
喪
服
礼
の
外

形
そ
の
も
の
が
唯
定
し
て
い
な
か
っ
た
の
に
基
い
て
い
る
。
つ
と
に
こ
の

点
を
指
摘
し
た
の
は
越
翼
で
あ
る
。

越
翼
『
二
十
二
史
笥
記
』
巻
一
ニ
「
両
漢
喪
服
無
定
制
」
は
漢
時
代
、
親

に
対
す
る
一
二
r主
喪
を
始
め
と
す
る
諸
々
の
喪
服
に
つ
い
て
「
定
制
」
が
な

か
っ
た
こ
と
を
道
破
し
た
卓
論
で
あ
る
。
乙
と
に
子
の
父
(
母
)
に
対
す

る
服
喪
に
つ
い
て
「
統
計
す
る
に
、
自
由
俣
の
臣
僚
、
父
母
の
為
め
に
三
年

比
服
す
る
者
有
る
こ
と
竿
な
り
。
蓋
し
習
俗
相
ひ
沿
ひ
て
己
に
故
事
を
成

せ
る
に
図
る
。
然
れ
ど
も
故
事
を
成
す
と
雄
も
、
朝
廷
本
と
未
だ
喪
を
行

ふ
を
許
さ
ざ
る
の
令
有
ら
ず
。
故
に
行
ふ
と
行
は
、
ぎ
る
と
は
、
の
ほ
人
の

7

カ

自
ら
便
と
す
る
に
聴
す
:
:
:
:
・
蓋
し
本
と
必
ず
し
も
当
に
喪
を
行
ふ
べ
き

の
制
な
し
・
・
:
:
・
:
亦
た
喪
を
行
ふ
を
許
さ
ざ
る
の
制
な
し
・
・
・
:
;
:
惟
ふ
に
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其
の
定
器
な
き
こ
と
人
の
自
ち
軽
重
を
為
す
に
聴
す
。
是
に
於
て
名
義
を

殉
ふ
る
者
寧
ろ
過
ぐ
る
も
及
ば
ざ
る
な
し
云
々
」
と
美
事
に
そ
の
「
定
制
」

の
な
い
実
態
を
表
現
し
尽
く
し
て
い
る
。

つ
ま
り
漢
時
代
に
は
親
に
対
し
て
服
喪
す
べ
き
こ
と
は
一
般
的
習
俗
で
な

か
っ
た
と
同
時
に
制
度
化
し
て
も
お
ら
ず
、
親
の
死
に
臨
ん
で
礼
経
に
規

定
の
存
す
る
三
年
の
服
喪
を
す
る
か
否
か
は
個
人
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
て

い
た
。
官
吏
の
服
喪
に
は
去
官
が
条
件
と
な
る
が
、
官
吏
が
服
喪
を
希
望

す
る
場
合
に
は
由
輩
嗣
が
必
要
で
あ
っ
た
。
前
漢
の
末
書
、
公
卿
刺
史
二
千

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

石
の
ご
と
き
高
官
の
服
喪
去
官
を
禁
ず
る
所
謂
「
大
臣
奪
服
制
」
が
設
け

ら
れ
後
漢
時
代
に
も
引
き
続
き
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
必
ず
し
も

「
大
臣
」
を
除
く
一
般
先
入
に
つ
い
て
の
服
喪
（
去
官
）
が
制
度
化
し
て

い
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
「
大
臣
」
が
奪
服
を
余

儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
は
別
と
し
て
、
後
漢
時
代
に
入
っ
て
、
一
般
士
人
層

間
に
あ
っ
て
服
喪
が
ま
れ
な
こ
と
で
は
な
く
普
及
し
一
般
化
し
て
い
く
に

つ
れ
て
、
服
喪
す
べ
き
こ
と
が
道
徳
的
習
俗
と
し
て
の
拘
束
力
を
増
す
傾

向
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
全
体
と
し
て
、
漢

時
代
に
は
、
親
に
対
す
る
三
年
喪
（
を
始
め
と
す
る
五
服
制
度
）
は
、
礼

経
に
根
拠
を
も
つ
儒
教
規
範
で
は
あ
っ
て
も
、
社
会
が
伝
統
的
に
維
持
し

来
っ
た
習
俗
で
も
な
け
れ
ば
、
国
家
に
よ
っ
て
そ
の
全
体
規
範
性
を
支
え

ら
れ
て
い
る
法
制
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
時
期

に
あ
っ
て
自
ら
の
意
志
と
し
て
服
喪
す
る
場
合
に
も
、
服
喪
期
間
を
始
め

と
す
る
服
喪
の
あ
り
方
に
偲
人
の
自
由
裁
量
の
余
地
、
可
能
性
を
残
す
こ

　
　
後
漢
時
代
に
お
け
る
「
過
礼
」
を
め
ぐ
っ
て

と
に
つ
な
が
っ
た
と
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
礼
は
究
極
行
動
の
準
則
、
様

式
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
礼
の
実
践
が
社
会
に
定
着

し
て
い
く
過
渡
期
に
あ
っ
て
は
、
大
幅
に
自
由
裁
量
的
な
礼
実
践
が
存
し

得
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
後
漢
時
代
に
お
け
る
三
年
を
極
端
に
超

過
し
た
親
に
対
す
る
服
喪
や
重
喪
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
理
解
す
べ
き

　
　
（
1
5
）

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
が
「
術
礼
」
と
し
て
指
弾
さ
れ
る
の
に
は
、
三
年
喪

の
社
会
に
お
け
る
道
徳
的
習
俗
と
し
て
の
確
定
が
未
熟
，
で
あ
り
、
法
制
的

．（
P
6
）

裏
付
も
揚
げ
て
い
た
。
む
ろ
ん
礼
譲
の
精
神
に
の
っ
と
っ
て
そ
れ
を
コ
術

回
し
・
と
意
識
す
る
識
者
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
三
年
喪
の
実
践
そ
の
も

の
が
完
全
に
定
着
し
て
い
な
い
時
期
に
あ
っ
て
、
礼
実
践
の
不
足
な
ら
ば

い
ざ
知
ら
ず
、
そ
の
超
過
に
道
徳
的
に
非
難
す
べ
き
普
遍
的
理
由
は
あ
り

　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
翻
っ
て
考
え
る
に
、
儒
教
礼
典
は
、
先
秦
時
代
の
儒
家
に
お
い
て
道
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

原
理
的
に
用
い
ら
れ
必
ず
し
も
具
体
的
内
容
を
具
備
し
て
い
な
か
っ
た

「
礼
」
，
を
、
内
容
的
に
確
定
す
る
役
割
を
果
た
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

う
し
た
礼
典
は
、
士
民
の
日
常
生
活
に
お
け
る
礼
1
士
礼
一
を
専
ら
と
り

あ
げ
て
い
る
部
分
に
あ
っ
て
も
、
古
代
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
時
期
の
さ
ま

ざ
ま
な
地
域
に
お
け
る
礼
的
事
項
が
羅
列
収
録
さ
れ
て
い
て
、
日
常
的
な

礼
実
践
の
典
範
で
あ
る
た
め
に
は
あ
ま
り
に
も
複
雑
煩
磧
で
あ
っ
た
。
そ

れ
故
に
、
そ
う
し
た
礼
典
を
根
拠
と
し
て
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
こ
と
が
社

会
規
範
と
し
て
一
般
的
に
実
践
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
記
載
内
容
を
取

捨
選
択
す
る
必
要
が
あ
る
。
漢
王
朝
i
特
に
後
漢
王
朝
は
そ
れ
を
志
向
し
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其
の
定
制
な
き
こ
と
人
の
自
ら
軽
重
を
為
す
に
聴
す
。
目
疋
に
於
て
主
事
伊
』

街
ふ
る
者
寧
ろ
過
ぐ
る
も
及
ば
ざ
る
な
し
云
々
」
と
美
事
に
そ
の
「
定
制
」

の
な
い
実
態
を
表
現
し
尽
く
し
て
い
る
。

つ
ま
り
漢
時
代
に
は
親
に
対
し
て
服
喪
す
べ
き
乙
と
は
一
般
的
習
俗
で
な

か
っ
た
と
同
時
に
制
度
化
し
で
も
お
ら
ず
、
親
の
死
に
F

車
九
で
礼
経
に
規

定
の
存
す
る
三
年
の
服
喪
を
す
る
か
否
か
は
個
人
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
て

い
た
。
宣
史
の
服
嘆
に
は
去
官
が
条
件
と
な
る
が
、
官
吏
が
樫
喪
を
希
望

す
る
場
合
に
は
申
請
が
必
要
で
あ
っ
た
。
前
漢
の
末
頃
、
公
卿
刺
史
二
千

(ロ)

石
の
ご
と
き
高
官
の
服
喪
去
宮
を
禁
ず
る
所
謂
「
大
臣
奪
服
制
」
が
設
け

ら
れ
後
漢
時
代
に
も
引
き
続
き
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
必
ず
し
も

「
大
臣
」
を
除
く
一
般
官
人
に
つ
い
て
の
服
喪
(
去
官
)
が
制
度
化
し
て

い
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
「
大
臣
」
が
奪
服
を
余

儀
な
く
さ
れ
る
乙
と
は
別
と
し
て
、
後
漢
時
代
に
入
っ
て
、
一
般
士
人
層

間
に
あ
っ
て
服
喪
が
ま
れ
な
乙
と
で
は
な
く
普
及
し
一
般
化
し
て
い
く
に

つ
れ
て
、
服
喪
す
べ
き
乙
と
が
道
徳
的
習
俗
と
し
て
の
拘
束
力
を
増
す
傾

向
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
全
体
と
し
て
、
漢

時
代
に
は
、
親
に
対
す
る
三
F主
喪
〈
を
始
め
と
す
る
五
服
制
度
)
は
、
礼

経
に
根
拠
を
も
っ
儒
教
規
範
で
は
あ
っ
て
も
、
社
会
が
伝
統
的
に
維
持
し

来
っ
た
習
俗
で
も
な
け
れ
ば
、
国
家
に
よ
っ
て
そ
の
全
体
規
範
性
を
支
え

ら
れ
て
い
る
法
制
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
乙
の
時
期

に
あ
っ
て
自
ら
の
青
主
必
と
し
て
服
喪
す
る
場
合
に
も
、
服
喪
出
簡
を
始
め

と
す
る
服
喪
の
あ
立
刀
に
個
人
の
自
由
裁
量
の
余
地
、
可
能
性
を
残
す
こ

後
漢
時
代
に
お
け
る
「
過
礼
」
を
め
ぐ
っ
て

と
に
つ
な
が
っ
た
と
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
礼
は
究
極
行
動
の
準
則
、
様

式
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
礼
の
実
践
が
社
会
民
定
着

し
て
い
く
過
渡
期
に
あ
っ
て
は
、
ム
人
幅
に
自
由
裁
量
的
な
礼
実
践
が
存
し

得
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
後
漢
時
代
に
お
け
る
三
年
を
極
端
に
超

過
し
た
親
に
対
す
る
服
喪
や
重
喪
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
理
解
す
べ
き

(
日
)

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
が
「
桁
礼
」
と
し
て
指
弾
さ
れ
る
の
に
は
、
三
笠
授

の
社
会
に
お
け
る
道
徳
的
習
俗
と
し
て
の
確
定
が
未
熟
で
あ
り
、
法
制
的

(
問
)

裏
付
も
欠
げ
て
い
た
。
む
ろ
ん
礼
経
の
精
神
に
の
っ
と
っ
て
そ
れ
を
「
桁

礼
」
と
意
識
す
る
識
者
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
一
二
生
喪
の
実
践
そ
の
も

の
が
完
全
に
定
着
し
て
い
な
い
明
期
に
あ
っ
て
、
礼
実
践
の
不
足
な
ら
ば

い
ざ
知
ら
ず
、
そ
の
超
過
に
道
徳
的
に
非
難
す
べ
き
普
遍
的
現
由
は
あ
り

(
げ
)

得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

翻
っ
て
考
え
る
に
、
儒
教
礼
典
は
、
先
秦
時
代
の
儒
家
に
お
い
て
道
徳

(
問
)

原
理
的
に
用
い
ら
れ
必
ず
し
も
具
体
的
内
容
を
具
備
し
て
い
な
か
っ
た

「
礼
」
を
、
内
容
的
に
催
定
す
る
ノ
砂
抑
制
を
果
た
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

う
し
た
礼
典
は
、
士
民
の
日
常
生
活
に
お
け
る
礼
1
士
礼
ー
を
専
ら
と
り

あ
げ
て
い
る
部
分
に
あ
っ
て
も
、
古
代
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
時
期
の
さ
ま

ざ
ま
な
地
域
に
お
け
る
礼
的
事
項
が
羅
列
収
録
さ
れ
て
い
て
、
日
常
的
な

礼
実
践
の
典
範
で
あ
る
た
め
に
は
あ
ま
り
に
も
複
雑
煩
噴
で
あ
っ
た
。
そ

れ
故
に
、
そ
う
し
た
礼
典
を
根
拠
と
し
て
、
そ
乙
に
記
さ
れ
た
こ
と
が
社

会
規
範
と
し
て
一
般
的
に
実
践
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
記
載
内
容
を
取

捨
選
択
す
る
必
要
が
あ
る
。
漢
王
朝
l
特
に
後
漢
王
朝
は
そ
れ
を
志
向
し
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後
漢
時
代
に
お
け
る
「
過
礼
」
を
め
ぐ
っ
て

つ
つ
遂
げ
得
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
晋
王
朝
は
王
朝
開
建
に
先
立
っ
て
そ

れ
を
志
向
し
た
。
こ
の
瘡
毒
さ
れ
た
舜
皿
．
礼
－
が
ど
の
程
塞
布

さ
れ
得
た
も
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
夏
時
年
礼
が
王
法
の
範

躊
に
あ
る
も
の
と
し
て
理
念
化
さ
れ
、
か
つ
現
実
に
王
法
と
し
て
機
能
し

て
い
た
こ
と
は
、
礼
が
後
漢
時
代
と
は
較
べ
も
の
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
明
確
に

社
会
規
範
化
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
か
く
て
親
に
対
す
る
三
年

喪
を
始
め
と
す
る
感
服
規
定
は
、
国
家
の
法
制
た
る
王
法
の
範
疇
に
入
っ

て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
な
る
と
、
喪
服
礼
1
特
に
親
に
対
す
る
三

年
喪
の
ご
と
き
は
礼
と
し
て
の
外
形
性
が
確
定
し
て
い
て
、
後
漢
時
代
的

な
自
由
裁
量
の
余
地
は
存
し
な
か
っ
た
。
　
（
も
と
よ
り
晋
時
代
に
は
親
に

対
す
る
三
年
喪
の
実
践
の
ご
と
き
は
、
士
人
層
の
間
に
完
全
に
定
着
し
き

っ
て
ジ
ッ
テ
化
し
て
い
た
。
そ
こ
に
国
制
と
ジ
ッ
テ
と
の
合
致
が
あ
る
わ

け
で
あ
る
。
）
そ
こ
で
は
後
漢
的
な
「
過
礼
」
1
実
は
術
礼
1
は
現
わ
れ

　
　
　
（
2
1
）

得
な
く
な
る
。
ム
ユ
伯
の
こ
と
を
示
す
一
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
先
に
父
に

重
服
し
た
例
と
し
て
挙
げ
た
後
漢
末
の
群
雄
の
一
人
婁
紹
に
つ
い
て
、
魏

志
巻
筆
衷
紹
伝
の
注
に
、

　
英
雄
記
日
、
湿
生
而
雄
琴
、
二
公
愛
之
、
音
使
為
郎
、
弱
冠
除
撲
尾
長
、

　
有
清
名
、
遭
額
髪
、
服
寛
又
追
行
父
服
、
及
在
家
盧
六
年
、
礼
畢
、
隠

　
居
洛
陽

と
あ
る
が
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
の
斐
注
に
、

　
臣
松
之
案
、
魏
書
舗
、
紹
逢
之
庶
子
、
出
後
払
醸
成
、
如
掌
記
所
言
只

　
出
撃
実
成
所
生
、
夫
人
着
服
所
生
、
礼
盤
其
文
、
況
干
所
演
而
可
行
之
、

二
童
日
キ
盆
許
執
百
疋
、

と
あ
る
。
霊
廟
の
人
で
あ
る
斐
松
之
に
は
》
追
服
（
重
服
）
は
「
街
礼
」

な
ど
と
い
う
よ
り
も
、
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ

り
、
そ
の
た
め
史
書
の
記
述
そ
の
も
の
に
誤
り
が
あ
る
こ
と
を
疑
っ
て
い

る
。
襲
松
之
の
思
考
は
、
礼
に
か
か
わ
る
習
俗
や
国
制
が
、
漢
か
ら
劉
宋

に
至
る
ま
で
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
誰
下
髪
さ
れ
て
い
る
毎

服
喪
が
礼
的
習
俗
と
な
り
定
制
化
し
て
い
る
晋
以
降
の
人
と
し
て
蓋
し
当

然
で
あ
ろ
・
題

意

　
こ
こ
で
後
漢
時
代
、
親
に
対
す
る
三
年
を
越
え
る
服
喪
や
重
喪
が
、
社

会
に
お
い
て
ま
さ
に
「
過
礼
」
出
梅
躊
に
お
い
て
容
認
さ
れ
て
い
た
実
態

を
見
て
み
よ
う
。

　
親
に
対
す
る
三
年
の
服
喪
（
を
始
め
と
す
る
諸
服
制
）
は
、
戦
国
時
代

の
諸
子
百
家
の
一
系
列
で
あ
る
儒
家
の
説
く
礼
の
重
要
な
項
目
で
あ
っ
た

が
、
戦
国
時
代
の
中
国
社
会
が
習
俗
と
し
て
維
持
し
来
っ
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
漢
時
代
に
官
人
層
に
儒
教
的
教
養
が
浸
透
す
る
に
つ
れ

て
、
礼
の
重
要
項
目
と
し
て
そ
の
実
践
が
生
活
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
実
践
は
後
漢
時
代
に
入
っ
て
漸
増
し
末
期

に
至
っ
て
ほ
ぼ
一
般
化
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
前
漢
時
代
に
は
実
践
者
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

ま
れ
で
あ
っ
た
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
。
国
家
は
そ
の
実
践
者
を
民
の
儀
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後
漢
時
代
に
お
け
る
「
過
礼
」
を
め
ぐ
っ
て

つ
つ
遂
げ
得
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
晋
王
朝
は
王
朝
関
建
に
先
立
っ
て
そ

れ
を
志
向
し
た
。
こ
の
時
編
纂
さ
れ
た
礼
、
l
晋
礼
l
が
ど
の
呈
度
公
布

(

2

)

;

 

さ
れ
得
た
も
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
晋
時
代
礼
が
王
法
の
範

鳴
に
あ
る
も
の
と
し
て
理
念
化
さ
れ
、
か
つ
現
実
に
王
法
と
し
て
機
能
し

て
い
た
こ
と
は
、
礼
が
後
漢
時
代
と
は
較
べ
も
の
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
明
確
に

社
会
規
範
化
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
か
く
て
親
に
対
す
る
三
年

喪
を
始
め
と
す
る
五
服
規
定
は
、
国
家
の
法
制
た
る
王
法
の
範
時
に
入
っ

て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
な
る
と
、
喪
服
礼
l
特
に
親
に
対
す
る
一
一
一

年
喪
の
ご
と
き
は
礼
と
し
て
の
外
形
性
が
確
定
し
て
い
て
、
後
俣
時
代
的

な
自
由
裁
量
の
余
地
は
存
し
な
か
っ
た
。
(
も
と
よ
り
晋
時
代
に
は
親
に

対
す
る
三
笠
喪
の
実
践
の
ご
と
き
は
、
士
人
層
の
聞
に
完
全
に
定
着
し
き

っ
て
ジ
ッ
テ
化
し
て
い
た
。
そ
乙
に
国
制
と
ジ
ッ
テ
と
の
合
致
、
が
あ
る
わ

け
で
あ
る
。
)
そ
乙
で
は
後
漢
的
な
「
過
礼
」

l
実
は
街
礼
l
は
現
わ
れ

戸
別
)

得
な
く
な
る
。
今
右
の
乙
と
を
示
す
一
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
先
に
父
に

重
服
し
た
例
と
し
て
挙
げ
た
後
漢
末
の
群
雄
の
一
人
衰
紹
に
つ
い
て
、
貌

士
山
栄
之
ハ
衰
紹
伝
の
注
に
、

英
雄
記
日
、
紹
生
而
父
死
、
二
公
愛
之
、
幼
使
為
郎
、
弱
冠
除
濃
陽
長
、

有
清
名
、
遭
母
服
、
服
寛
又
追
'
汀
父
服
、
及
在
家
慮
六
年
、
礼
畢
、
隠

居
洛
陽

と
あ
る
が
、
乙
の
部
分
に
つ
い
て
の
斐
注
に
、

臣
松
之
案
、
紬
明
書
云
、
紹
逢
之
庶
子
、
出
後
伯
父
成
、
如
此
記
所
言
、

則
似
実
感
所
生
、
夫
人
追
服
所
生
、
礼
無
其
文
、
況
干
所
後
而
可
行
之
、

二
書
未
詳
執
日
疋
1

と
あ
る
。
劉
宋
の
人
で
あ
る
袈
松
之
に
は
、
追
服
(
重
服
)
は
「
桁
礼
」

な
ど
と
い
う
よ
句
も
、
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ

り
、
そ
の
た
め
史
書
の
記
述
そ
の
も
の
に
誤
り
が
あ
る
乙
と
を
疑
っ
て
い

る
。
装
松
之
の
思
考
は
、
礼
に
か
か
わ
る
習
俗
や
国
制
が
、
漢
か
ら
劉
宋

『
円

L
J

に
至
る
ま
で
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
認
j
の
下
に
な
さ
れ
て
い
る
が
、

服
喪
が
礼
的
習
俗
と
な
り
定
制
化
し
て
い
る
晋
以
降
の
人
と
し
て
蓋
し
当

然
で
あ
ろ
う
。

四

n，
副

司
‘

u

こ
こ
で
後
漢
時
代
、
親
に
対
す
る
三
年
を
越
え
る
服
喪
や
重
喪
が
、
社

会
に
お
い
て
ま
さ
に
「
過
礼
」
的
範
噂
に
お
い
て
容
認
さ
れ
て
い
た
実
態

を
見
て
み
よ
う
。

親
に
対
す
る
三
年
の
眠
喪
(
を
始
め
と
す
る
諸
服
制
)
は
、
戦
国
時
代

の
諸
子
百
家
の
一
系
列
で
あ
る
儒
家
の
説
く
礼
の
重
要
な
市
明
白
で
あ
っ
た

かが

た戦
。国
そ時
れ代
はの
漢中
時国
代社
l乙会
官が
人畜
層 俗
l乙と

襲主

gF 
が来
侵 つ

透た
すも
る の
にで
つは
れな

て
、
礼
の
重
要
項
目
と
し
て
そ
の
実
践
が
生
活
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
実
践
は
後
漢
時
代
に
入
っ
て
漸
増
し
末
期

に
至
っ
て
ほ
ぼ
一
般
化
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
前
漢
時
代
に
は
実
践
者
が

(
お
)

ま
れ
で
あ
っ
た
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
。
国
家
は
そ
の
実
践
者
を
民
の
儀



表
た
る
に
足
る
徳
行
者
、
本
管
私
家
門
内
の
道
徳
で
あ
る
が
漢
国
家
が
理

念
的
に
忠
と
結
び
つ
け
た
孝
道
徳
の
実
践
者
と
し
て
顕
彰
を
加
え
て
い
る
。

三
年
喪
の
実
践
そ
の
も
の
が
顕
彰
す
る
に
足
る
徳
行
と
さ
れ
る
こ
と
は
、

し
だ
い
に
そ
の
実
践
が
一
般
化
す
る
後
漢
時
代
に
あ
っ
て
も
、
か
な
り
遅

い
時
期
ま
で
続
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
後
漢
書
巻
七
十
二
任
城
王
畿
伝

に
、

　
延
喜
四
年
桓
帝
立
…
…
（
河
聞
鳶
尾
の
子
）
寮
長
任
城
王
、
以
奉
其
祀
、

　
博
有
孝
行
、
喪
母
、
服
制
如
礼
、
四
書
三
遍
月
、

と
あ
る
。
右
文
中
の
「
服
制
如
礼
」
と
は
服
喪
三
年
を
行
っ
た
こ
と
を
指

す
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
漢
時
代
、
三
年
の
喪
は
実
行
の
困
難
な
「
久
喪
」

で
あ
り
、
そ
れ
に
服
す
る
こ
と
が
無
条
件
に
親
の
死
に
対
す
る
手
厚
い
孝

心
の
現
わ
れ
と
し
て
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
本
来
手
厚
い
「
久
喪
」
で

あ
る
三
年
の
喪
服
を
さ
ら
に
延
長
実
践
す
る
こ
と
は
、
服
喪
期
間
中
の
哀

悼
儀
礼
や
謹
慎
生
活
を
極
端
に
厳
し
く
実
践
す
る
こ
と
と
同
様
、
正
し
い

路
線
に
沿
っ
た
手
厚
さ
の
累
増
と
し
て
存
在
し
た
。

　
今
、
後
漢
書
巻
五
十
九
飽
豊
伝
を
見
る
と
、

　
　
竪
子
徳
、
徳
子
昂
、
有
孝
義
節
行
、
初
徳
被
病
数
年
、
田
祷
伏
左
右
、

　
　
衣
不
緩
帯
、
及
魔
喪
、
鍛
清
二
年
、
抱
負
興
行
、
服
閾
、
遂
潜
於
墓

　
　
次
、
不
時
務
、
挙
孝
廉
、
辟
公
算
、
連
徴
不
至
、
卒
星
影
、

と
あ
る
。
右
の
鞄
豊
の
服
喪
に
つ
い
て
は
、
特
に
眼
幾
期
間
を
超
過
し
て

服
喪
し
た
と
い
う
表
現
を
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
生
存
中
の
親
に
侍

す
る
こ
と
の
手
．
厚
さ
が
甚
だ
熱
誠
を
こ
め
た
服
喪
と
な
り
、
さ
ら
に
服
喪

後
漢
時
代
に
お
け
る
「
過
礼
」
を
め
ぐ
っ
て

期
間
そ
の
も
の
の
延
長
に
つ
な
が
っ
て
い
く
経
過
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。

右
の
記
事
に
あ
っ
て
は
、
鞄
豊
が
公
器
の
連
徴
を
受
け
ず
家
に
卒
し
た
が

た
め
に
、
彼
の
行
為
の
功
利
性
は
表
出
し
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
と
も
か

く
と
し
て
、
選
挙
に
お
い
て
、
彼
の
一
連
の
孝
と
い
わ
れ
る
行
動
の
う
ち
、

正
規
の
服
喪
期
間
を
す
ぎ
て
後
も
墓
誌
に
潜
居
し
た
点
が
評
価
を
受
け
て

い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
社
会
も
国
家
も
正
規
の
服
喪

期
間
を
超
過
し
た
服
喪
を
、
よ
り
厚
い
孝
心
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
評
価
し

た
の
で
あ
る
。
ま
た
前
に
掲
げ
た
青
州
の
民
趙
宣
の
二
十
余
年
の
服
喪
は

い
か
に
も
極
端
で
あ
り
稀
有
の
例
で
あ
っ
て
、
い
さ
さ
か
実
践
者
の
異
常

性
を
匂
わ
せ
さ
え
す
る
が
、
彼
が
郷
邑
に
お
い
て
そ
の
孝
を
称
さ
れ
て
い

た
こ
と
、
州
郡
が
し
ば
し
ば
之
を
礼
請
し
て
い
る
こ
と
、
郡
内
の
推
薦
を

受
け
て
太
守
陳
蕃
が
之
に
会
見
し
て
い
る
こ
と
等
は
、
彼
の
上
期
を
越
え

た
服
喪
に
つ
い
て
官
民
と
も
に
「
術
礼
」
と
す
る
意
識
が
な
か
っ
た
こ
と

を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
趙
宣
は
、
陳
蕃
と
の
会
見
に
お
い
て
、

服
喪
中
に
五
子
を
生
み
そ
れ
を
自
分
が
服
喪
の
場
所
と
し
て
い
る
測
算
の

中
で
育
て
て
い
る
事
実
が
あ
ら
わ
れ
て
罪
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
趙
宣
を

難
詰
し
た
陳
蕃
の
言
と
し
て
後
漢
書
陳
蕃
伝
に
、

　
　
聖
人
制
礼
、
賢
者
傭
就
、
不
肖
企
及
、
且
祭
不
離
数
、
以
其
当
薬
故

　
　
也
、
況
乃
寝
宿
家
蔵
而
孕
育
殿
中
、
証
時
惑
衆
、
謳
汗
鬼
神
乎
、

と
あ
る
。
右
文
中
の
「
聖
人
制
礼
…
…
以
其
易
顯
．
故
也
云
々
」
は
、
親
に

対
し
て
三
年
と
い
う
服
喪
期
間
が
聖
人
の
定
め
た
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
年

数
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
『
礼
記
』
「
喪
服
四
鏡
」
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
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表
た
る
に
足
る
徳
行
者
、
本
来
私
家
門
内
の
道
徳
で
あ
る
が
漢
国
家
が
理

念
的
に
忠
と
結
び
つ
け
た
差
遺
徳
の
実
践
者
と
し
て
阿
部
彰
を
加
え
て
い
る
。

三
笠
喪
の
実
践
そ
の
も
の
が
翠
彰
す
る
に
足
る
徳
行
と
さ
れ
る
こ
と
は
、

し
だ
い
に
そ
の
実
践
が
一
般
化
す
る
後
漢
時
代
に
あ
っ
て
も
、
か
な
り
遅

い
時
塑
ま
で
続
い

τい
る
よ
う
で
あ
る
。
後
漢
一
書
巻
七
十
二
任
城
王
尚
伝

7

」、
延
喜
四
年
桓
帝
立
:
:
:
(
河
間
孝
王
の
子
)
惇
為
任
城
玉
、
皇
室
共
紀
、

博
室
走
行
、
喪
母
、
服
制
如
礼
、
増
封
三
壬
円
、

と
あ
る
。
右
文
中
の
「
服
制
如
礼
」
と
は
服
喪
三
年
を
行
っ
た
乙
と
を
指

す
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
漢
時
代
、
三
年
の
喪
は
実
ノ
行
の
困
難
な
「
久
喪
」

で
あ
り
、
そ
れ
に
服
す
る
乙
と
が
無
条
件
に
親
の
死
に
対
す
る
手
厚
い
孝

心
の
現
わ
れ
と
し
て
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
本
来
手
序
い
「
久
喪
」
で

あ
る
三
年
の
喪
穆
伊
き
ら
に
延
長
実
践
す
る
こ
と
は
、
服
喪
期
間
中
の
哀

悼
儀
礼
や
謹
慎
生
活
を
極
端
に
厳
し
く
実
践
す
る
乙
と
と
同
様
、
正
し
い

路
線
に
沿
っ
た
手
厚
さ
の
累
増
と
し
て
存
在
し
た
。

今
、
後
漢
書
巻
五
十
九
鮒
皇
伝
を
見
る
と
、

皇
子
徳
、
徳
子
昂
、
有
孝
義
節
行
、
初
徳
被
病
数
年
、
昂
傭
伏
左
右
、

衣
不
緩
帯
、
及
慮
喪
、
強
椿
二
年
、
抱
質
乃
行
、
服
一
関
-
遂
潜
於
墓

次
、
不
時
務
、
挙
孝
廉
、
酔
公
府
、
連
徴
不
至
、
卒
於
家
、

と
あ
る
。
右
の
鰭
皇
の
服
喪
に
つ
い
て
は
、
特
に
服
喪
闇
簡
を
超
過
し
て

服
喪
し
た
と
い
う
表
現
を
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
生
存
中
の
親
に
侍

す
る
乙
と
の
手
厚
さ
が
甚
だ
熱
誠
を
乙
め
た
服
喪
と
な
り
、
さ
ら
に
服
喪

後
漢
時
代
に
お
け
る
「
過
礼
」
を
め
ぐ
っ
て

期
間
そ
の
も
の
の
延
長
に
つ
な
が
っ
て
い
く
経
過
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。

右
の
記
事
に
あ
っ
て
は
、
飽
皇
が
公
府
の
連
徴
を
受
け
ず
家
に
卒
し
た
が

た
め
に
、
彼
の
行
為
の
功
利
性
は
表
出
し
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
と
も
か

く
と
し
て
、
選
挙
に
お
い
て
、
彼
の
一
連
の
孝
と
い
わ
れ
る
行
動
の
う
ち
、

正
規
の
服
喪
期
聞
を
す
ぎ
て
後
も
基
次
に
潜
居
し
た
点
が
評
価
を
受
け
て

い
る
乙
と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
社
会
も
国
字
も
正
規
の
服
喪

間
簡
を
超
過
し
た
服
喪
を
、
よ
り
厚
い
孝
心
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
評
価
し

た
の
で
あ
る
。
ま
た
前
に
掲
げ
た
青
州
の
民
越
官
一
の
二
十
余
年
の
服
喪
は

い
か
に
も
極
端
で
あ
り
稀
有
の
例
で
あ
っ
て
、
い
さ
さ
か
実
践
者
の
異
常

性
を
匂
わ
せ
さ
え
す
る
が
、
彼
が
郷
邑
に
お
い
て
そ
の
孝
を
称
さ
れ
て
い

た
こ
と
、
州
都
が
し
ば
し
ば
之
を
礼
請
し
て
い
る
こ
と
、
郡
内
の
推
薦
を

受
け
て
太
守
陳
蕃
が
之
に
会
見
し
て
い
る
こ
と
等
は
、
彼
の
喪
顎
そ
越
え

た
服
喪
に
つ
い
て
官
民
と
も
に
「
桁
礼
」
と
す
る
青
山
識
が
な
か
っ
た
乙
と

を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
越
宣
は
、
陳
蕃
と
の
会
見
に
お
い
て
、

服
喪
中
に
五
子
を
生
み
そ
れ
を
自
分
が
服
喪
の
場
所
と
し
て
い
る
墓
道
の

中
で
育
て
て
い
る
事
実
が
あ
ら
わ
れ
て
罪
さ
れ
て
い
る
。
乙
の
時
過
宣
を

難
詰
し
た
陳
蕃
の
言
と
し
て
後
漢
書
陳
蕃
伝
に
、

聖
人
制
礼
、
賢
一
者
情
就
、
不
自
企
及
、
且
祭
不
欲
数
、
以
其
易
頬
故

也
、
況
乃
寝
宿
雲
南
争
事
長
中
、
証
-
珪
慰
衆
、
認
汗
鬼
習
で

と
あ
る
。
右
文
中
の
「
聖
人
制
礼
:
:
:
以
其
易
鱒
故
也
云
々
」
は
、
親
に

対
し
て
三
年
と
い
う
服
喪
期
間
が
聖
人
の
定
め
た
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
年

数
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
『
孔
記
』
「
喪
服
四
制
」
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
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後
漢
時
代
に
お
け
る
「
過
礼
」
を
め
ぐ
っ
て

寝
宿
し
て
子
を
も
う
け
た
こ
と
）
を
儒
教
礼
制
上
の
観
点
か
ら
非
難
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
見
喪
服
期
間
を
越
え
た
服
喪
が
礼
制
上
否

定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
趙
買
の
郷
邑

に
お
け
る
評
判
、
州
郡
の
礼
請
等
は
、
む
し
ろ
親
に
対
す
る
服
喪
が
三
年

た
る
こ
と
に
厳
密
な
規
則
性
を
求
め
た
陳
蕃
の
言
が
、
通
俗
流
布
の
礼
感

覚
と
は
懸
隔
の
あ
っ
た
こ
と
を
す
ら
思
わ
せ
る
。
陳
蕃
の
言
辞
は
、
恐
ら

《
郷
人
で
篶
い
孝
子
と
し
て
畢
の
人
物
K
鍛
と
い
う

著
し
い
過
失
を
見
た
結
果
な
さ
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
名
実
の
不
一
致
を
問

う
た
も
の
で
あ
っ
て
、
喪
期
を
越
え
た
服
喪
の
否
定
そ
の
も
の
に
力
点
が

あ
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
少
く
も
郷
雲
社
会
や
州
郡
に
、
い
か
に

・
極
端
に
長
期
間
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
喪
期
を
超
過
し
た
服
喪
そ

の
も
の
を
礼
堂
上
の
誤
り
と
し
て
否
足
す
る
意
識
が
な
か
っ
た
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。
，

　
と
こ
ろ
で
、
孝
子
趙
宣
が
服
中
に
子
を
生
ん
で
い
た
点
に
つ
い
て
で
あ

る
が
、
漢
時
代
に
は
す
で
に
病
中
生
子
が
礼
を
犯
し
孝
を
傷
つ
け
る
も
の

　
　
　
　
　
　
（
2
5
＞

．
で
あ
る
と
す
る
観
，
念
が
定
着
し
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
三
年
喪
自
体
が
晋
及
定
着
の
途
上
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

長
躯
生
子
が
礼
を
破
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
認
識
の
一
般
化
も
漸
時
進
行

し
た
性
質
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
と
に
民
間
に
あ
っ
て
は
そ
の
罪
悪

視
が
一
般
化
し
て
い
な
い
、
な
い
し
は
罪
悪
視
が
さ
ほ
ど
厳
重
で
は
な
い

と
い
う
実
情
に
あ
っ
た
こ
と
も
推
測
し
得
る
。
，
お
そ
ら
く
難
聴
は
、
儒
教

礼
典
の
知
識
と
は
無
縁
の
無
知
な
民
の
一
人
で
あ
め
光
と
考
え
ら
れ
る
つ

ご
う
し
た
諸
条
件
を
想
定
し
な
け
れ
ば
、
被
挙
を
期
待
し
て
の
功
利
的
な

も
の
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
趙
宣
の
服
喪
に
あ
っ
て
の
、
現
に
服
喪
の
場

所
と
し
て
い
る
家
中
に
お
い
て
子
を
孕
早
し
た
と
い
う
偽
隔
の
単
純
さ
と

低
級
さ
と
が
納
得
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
趙
宣
と
、
そ
の
行
為
を
’

注
視
し
て
い
る
郷
邑
と
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
を
偽
購
で
あ
る
と
す
る
意
識

が
乏
し
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
親
が
死
ん
だ
当
時
幼
少
で
（
服
喪
は
し
た
も
の
の
）
服
喪
の
実

を
尽
く
し
得
な
か
っ
た
故
に
成
人
後
再
服
喪
（
重
喪
）
す
る
と
い
う
事
例

で
あ
る
が
、
こ
れ
も
礼
制
が
確
立
し
な
い
時
代
に
お
け
る
、
服
喪
を
親
の

死
に
臨
ん
で
の
手
厚
い
孝
心
の
現
わ
れ
と
す
る
意
識
が
と
っ
た
礼
の
実
践

の
形
と
し
て
容
易
に
理
解
で
き
る
。
前
掲
後
漢
盤
晃
武
十
王
伝
に
見
え
る

孝
王
蟻
の
二
期
が
、
ま
ず
母
の
た
め
に
「
衰
直
轄
礼
」
的
な
服
喪
を
し
、

次
で
父
の
た
め
に
二
度
目
の
服
喪
を
し
て
い
る
こ
と
は
、
前
者
と
後
者
が

彼
等
の
意
識
に
お
い
て
い
ず
れ
も
・
「
曲
礼
」
ど
し
て
等
価
値
で
あ
る
こ
と

を
意
味
し
よ
う
。
ま
た
順
帝
も
い
ず
れ
を
も
篤
行
と
し
て
称
賛
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
重
服
も
ま
た
「
循
礼
」
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

後
漢
時
代
、
重
服
が
孝
情
の
表
現
と
b
て
白
然
な
も
の
と
見
な
さ
れ
た
こ

と
の
補
足
的
説
明
と
な
る
も
の
と
し
て
、
後
漢
書
巻
七
十
三
何
巌
巌
に
、

　
　
…
…
遷
二
心
太
守
、
徹
疾
文
俗
吏
以
苛
立
求
当
時
名
誉
、
故
在
職
七
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後
漢
時
代
に
お
け
る
「
過
礼
」
を
め
ぐ
っ
て

あ
る
。
陳
蕃
は
『
礼
記
』
の
記
載
を
も
ち
だ
し
て
越
宣
が
礼
経
の
ロ
期
を

は
る
か
越
え
た
二
十
余
年
と
い
う
服
喪
を
行
っ
た
乙
と
、
(
及
び
劇
中
に

寝
宿
し
て
子
を
も
う
け
た
こ
と
)
を
儒
教
札
制
上
の
観
点
か
ら
非
難
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
見
喪
服
期
間
を
越
え
た
服
喪
が
礼
制
上
否

定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
越
宣
の
郷
邑

に
お
け
る
評
判
、
州
郡
の
礼
請
等
は
、
む
し
ろ
親
に
対
す
る
服
喪
が
三
年

た
る
乙
と
に
厳
密
な
規
則
性
を
求
め
た
陳
蕃
の
き
口
が
、
通
俗
流
布
の
礼
感

覚
と
は
懸
隔
の
あ
っ
た
こ
と
を
す
ら
思
わ
せ
る
。
陳
蕃
の
一
ず
一
詳
は
、
恐
ら

(
但
)

く
、
郷
邑
で
名
高
い
孝
子
と
し
て
服
喪
中
の
人
物
に
、
服
申
生
子
と
い
う

著
し
い
過
失
を
見
た
結
果
な
さ
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
名
実
の
不
一
致
を
問

う
た
も
の
で
あ
っ
て
、
喪
期
を
越
え
た
服
喪
の
否
定
そ
の
も
の
に
力
点
が

あ
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
少
く
も
郷
邑
社
会
や
州
郡
に
、
い
か
に

極
端
に
長
問
聞
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
喪
期
を
超
過
し
た
服
喪
そ

の
も
の
を
礼
制
上
の
誤
り
と
し
て
否
定
す
る
意
識
が
な
か
っ
た
乙
と
は
健

か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
孝
子
越
宣
が
服
中
に
子
を
生
ん
で
い
た
点
に
つ
い
て
で
あ

る
が
、
漢
時
代
に
は
す
で
に
服
申
生
子
が
礼
を
犯
し
孝
を
傷
つ
け
る
も
の

(
お
)

-
で
あ
る
と
す
る
観
念
が
定
着
し
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
三
年
喪
自
体
が
普
及
定
着
の
注
ょ
に
あ
っ
た
乙
と
を
考
え
れ
ば
、

服
申
生
子
が
礼
を
破
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
認
識
の
一
般
化
も
漸
時
進
行

し
た
性
質
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
乙
と
に
民
間
に
あ
っ
て
は
そ
の
罪
悪

視
が
一
般
化
し
て
い
な
い
、
な
い
し
は
罪
悪
視
が
さ
ほ
ど
盤
皇
で
は
な
い

と
い
う
空
脅
に
あ
っ
た
ζ
と
も
推
測
し
得
る
。
お
そ
ら
く
越
宣
は
、
儒
教

礼
典
の
知
識
と
は
無
縁
の
無
知
な
民
の
一
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
諸
条
件
を
想
定
し
な
け
れ
ば
、
被
挙
を
期
待
し
て
の
功
利
的
な

も
の
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
越
宣
の
服
喪
に
あ
っ
て

ω、
現
に
服
喪
の
場

所
と
し
て
い
る
家
中
に
お
い
て
子
を
字
育
し
た
と
い
v?偽
臓
の
単
純
さ
と

低
級
さ
と
が
納
得
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
越
官
一
と
、
そ
の
行
為
を
'

注
視
し
て
い
る
郷
邑
と
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
を
偽
繍
で
あ
る
と
す
る
意
識

が
乏
し
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
、
親
が
死
ん
だ
当
時
幼
少
で
(
服
喪
は
し
た
も
の
の
)
服
喪
の
実

を
尽
く
し
得
な
か
っ
た
故
に
成
人
後
再
服
喪
(
重
喪
)
す
る
と
い
う
事
例

で
あ
る
が
、
こ
れ
も
礼
制
が
確
立
し
な
い
時
代
に
お
け
る
、
服
喪
を
親
の

死
に
臨
ん
で
の
手
厚
い
孝
心
の
現
わ
れ
と
す
る
意
識
が
と
っ
た
礼
の
実
践

の
形
と
し
て
容
易
に
理
解
で
き
る
。
前
掲
後
漢
書
光
武
十
王
伝
に
見
え
る

孝
王
壊
の
二
弟
が
、
ま
ず
母
の
た
め
に
「
衰
鍛
過
礼
」
的
な
服
喪
を
し
、

次
で
父
の
た
め
に
二
度
目
の
盤
学
伊
じ
て
い
る
こ
と
は
、
前
者
と
後
者
が

篠
宮
意
識
に
お
い
て
い
ず
れ
も
「
過
礼
」
と
し
て
等
価
値
で
あ
る
ζ

と

を
意
味
し
よ
う
。
ま
た
順
帝
も
い
ず
れ
を
も
舞
打
と
し
て
称
賛
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
重
眼
も
ま
た
「
桁
礼
」
と
は
き
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

後
漢
時
代
、
重
服
が
孝
情
の
表
現
と
し
て
自
然
な
も
の
と
見
な
さ
れ
た
乙

と
の
補
足
的
説
明
と
な
る
も
の
と
し
て
、
後
漢
書
巻
七
十
三
何
一
倣
伝
に
、

:
:
:
遷
汝
南
太
守
、
敵
疾
文
俗
吏
以
苛
刻
求
一
当
時
名
誉
、
故
在
職
以
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寛
和
為
政
、
立
春
日
、
常
召
督
郵
高
歯
、
分
遣
儒
術
大
壷
夜
行
属
県
、

　
　
顕
孝
悌
有
義
行
者
、
及
挙
冤
獄
、
以
春
秋
義
断
之
、
是
以
郡
中
将
怨

　
　
声
、
百
姓
石
鎗
止
偏
、
其
出
居
者
、
皆
帰
命
其
父
母
、
追
行
喪
服
、

　
　
蓄
財
相
三
者
二
百
許
人
、

と
あ
る
。
右
文
中
の
「
追
行
喪
服
」
に
つ
い
て
、
李
賢
注
に
「
其
親
先
亡
，

者
、
自
恨
喪
礼
不
足
、
追
行
喪
制
也
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
親
の
死
亡

時
（
形
式
通
り
）
服
喪
は
し
て
も
、
幼
少
そ
の
他
十
分
に
喪
礼
を
尽
く
し

得
な
い
事
情
が
あ
っ
た
者
が
改
め
て
服
喪
し
た
と
い
う
場
合
も
含
ま
れ
よ

う
が
、
し
か
し
後
漢
時
代
の
三
年
喪
の
普
及
定
着
度
か
ら
推
し
て
、
む
し

ろ
親
の
死
亡
の
際
三
年
喪
を
採
用
実
行
し
な
い
で
す
ま
せ
た
者
が
改
め
て

服
喪
し
た
、
と
い
う
場
合
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三
年
喪
の
実
践
の
普
及
化
一
般
化
の
過
程
に
あ
っ
て
の
論
罪
は
、
全
く
自

然
な
現
象
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
け
る
追
服
は
、
人

々
が
「
礼
に
化
し
た
し
こ
と
の
表
現
と
し
て
、
当
然
社
会
に
お
い
て
肯
定

さ
れ
る
。
こ
う
し
た
追
服
が
認
め
ら
れ
る
時
代
に
あ
っ
て
、
か
っ
て
形
式

上
は
服
喪
し
た
に
も
拘
ず
幼
少
故
孝
愛
の
実
を
尽
く
せ
な
か
っ
た
が
故
に

行
う
再
度
の
服
喪
が
、
礼
的
観
点
か
ら
す
る
痛
め
を
被
る
こ
と
の
な
か
っ

た
こ
と
は
異
と
す
る
に
足
り
な
い
。
三
年
喪
は
実
践
の
困
難
な
「
久
喪
」

で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
そ
の
実
践
に
は
何
ら
か
の
意
味
で
の
実
践
の
自

覚
が
必
要
で
あ
っ
た
。
後
漢
時
代
は
そ
の
実
践
の
普
及
化
一
般
化
の
過
程

に
あ
っ
た
が
馬
そ
の
実
践
の
自
覚
と
基
底
を
同
じ
く
す
る
追
服
や
当
該
が

止
見
疋
さ
れ
賞
賛
さ
れ
た
の
は
蓋
し
自
然
で
あ
ろ
う
。
思
う
に
、
後
漢
無
代

後
漢
時
代
に
お
け
る
「
過
礼
」
を
め
ぐ
っ
て

の
風
俗
に
真
に
「
醇
さ
」
と
名
づ
く
べ
き
要
素
が
存
し
得
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
礼
の
実
践
に
何
ら
か
の
自
覚
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
礼
が
習
俗
化
し
そ
の
外
形
が
確
定
し
た
後
世
に
お
い
て
現
わ
れ
る
よ

う
な
礼
の
外
形
の
み
を
機
械
的
に
襲
う
と
い
う
礼
実
践
は
、
礼
の
実
践
不

実
践
に
選
択
的
余
地
が
存
す
る
が
故
に
後
漢
時
代
に
は
あ
り
に
く
か
っ
た
。

そ
の
意
味
で
後
漢
時
代
の
礼
実
践
は
、
そ
の
実
践
に
伴
う
自
覚
、
意
義
づ

け
が
十
全
に
生
き
て
い
た
と
も
い
え
る
。
そ
れ
は
風
俗
の
「
醇
さ
」
の
指

標
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
現
象
的
に
は
後
世
か
ら
見
て
の

礼
の
変
則
、
「
循
礼
」
に
当
る
礼
実
践
の
形
を
も
生
ん
で
い
る
。
後
世
、

特
に
「
近
代
的
」
価
値
観
・
を
以
て
す
れ
ば
、
そ
の
礼
実
践
の
形
に
わ
ざ
と

ら
し
さ
や
偽
首
を
見
出
す
結
果
に
な
る
の
で
あ
る
。
本
款
で
と
り
あ
げ
た

後
漢
時
代
の
「
過
礼
」
二
面
実
践
1
後
世
に
あ
っ
て
は
「
愚
筆
」
と
し
て

認
め
ら
れ
な
い
そ
れ
一
の
事
例
は
、
し
ば
し
ば
、
所
謂
後
漢
儒
名
節
の
士

の
行
李
が
、
必
ず
し
も
道
徳
的
に
純
粋
で
な
い
こ
と
を
証
す
る
も
の
と
さ

れ
て
き
た
。
特
に
前
掲
雷
序
の
服
喪
の
事
例
は
、
そ
の
期
間
の
極
端
な
長

さ
と
、
服
中
生
子
と
い
う
偽
隔
性
と
の
不
昭
谷
に
基
い
て
、
後
漢
末
風
俗

の
虚
偽
性
や
偽
善
性
を
結
論
づ
け
る
材
料
と
さ
れ
て
き
た
感
が
強
い
。
し

か
し
こ
う
し
た
後
漢
時
代
的
な
「
過
礼
」
的
風
俗
が
、
よ
し
選
挙
に
お
け

る
自
己
官
伝
的
要
素
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
結
論
す
べ
き

は
、
、
後
漢
風
俗
そ
の
も
の
の
虚
偽
性
や
偽
善
性
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
後

漢
時
代
の
「
順
礼
」
は
、
礼
の
外
形
が
確
立
し
得
て
い
な
い
時
代
、
三
年

喪
の
普
及
定
着
の
進
行
過
程
に
あ
た
る
時
代
、
と
い
う
時
代
相
の
な
か
に
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寛
和
為
政
、
立
春
日
、
常
召
督
聾
薦
、
分
遣
節
的
大
事
実
行
属
県
、

顕
孝
悌
有
義
行
者
、
及
挙
-
菟
獄
、
以
春
秋
義
断
之
、
是
以
郡
中
無
怨

声
、
百
姓
化
其
恩
礼
、
其
出
居
者
、
皆
帰
養
只
父
母
、
追
行
喪
服
、

推
財
相
譲
者
二
百
許
人
、

と
あ
る
。
右
文
中
の
「
追
行
喪
服
」
に
つ
い
て
、
主
貴
注
に
「
其
親
先
亡

者
、
自
恨
喪
礼
不
足
、
追
行
喪
制
也
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
親
の
死
亡

時
(
登
山
通
り
)
服
喪
は
し
て
も
、
幼
少
そ
の
他
十
分
に
喪
礼
を
尽
く
し

得
な
い
事
情
が
あ
っ
た
者
が
改
め
て
服
喪
し
た
と
い
う
場
合
も
含
ま
れ
よ

う
が
、
し
か
し
後
漢
時
代
の
つ
一
年
喪
の
普
及
定
着
度
か
ら
推
し
て
、
む
し

ろ
親
の
死
亡
の
際
三
F主
張
を
採
用
実
行
し
な
い
で
す
ま
せ
た
者
が
改
め
て

服
喪
し
た
、
と
い
う
場
合
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三
笠
授
の
実
践
の
普
及
化
一
般
化
の
過
程
に
あ
っ
て
の
追
服
は
、
全
く
自

然
な
翠
家
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
け
る
追
服
は
、
人

々
が
「
礼
に
化
し
た
」
乙
と
の
表
現
と
し
て
、
当
然
社
会
に
お
い
て
肯
定

さ
れ
る
。
こ
う
し
た
追
服
が
認
め
ら
れ
る
時
代
に
あ
っ
て
、
か
つ
て
竪
山

上
は
哩
捜
し
た
に
も
胸
、
ず
幼
少
故
孝
愛
の
実
を
尽
く
せ
な
か
っ
た
が
故
に

行
う
再
度
の
服
喪
が
、
礼
的
管
尽
か
ら
す
る
似
合
め
を
被
る
乙
と
の
な
か
っ

た
乙
と
は
異
と
す
る
に
足
り
な
い
。
一
二
年
喪
は
実
践
の
幽
難
な
「
久
喪
」

で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
そ
の
実
践
に
は
何
ら
か
の
意
味
で
の
実
践
の
自

覚
が
必
要
で
あ
っ
た
。
後
漢
時
代
は
そ
の
実
践
の
普
及
化
一
般
化
の
過
程

に
あ
っ
た
が
、
そ
の
実
践
の
自
覚
と
基
底
を
同
じ
く
す
る
追
服
や
再
服
が

常
定
さ
れ
山
口
暴
民
さ
れ
た
の
は
蓋
し
自
然
で
あ
ろ
う
。
思
う
に
、
後
漢
持
代

後
漢
時
代
に
お
け
る
「
過
礼
」
を
め
ぐ
っ
て

の
風
俗
に
真
に
「
醇
さ
」
と
名
づ
く
べ
き
要
素
が
存
し
得
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
礼
の
実
践
に
何
ら
か
の
向
覚
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
乙
と
で
あ
ろ

う
。
礼
が
習
俗
化
し
そ
の
外
形
が
曜
定
し
た
ノ
像
世
に
お
い
て
現
わ
れ
る
よ

う
な
礼
の
外
形
の
み
を
機
械
的
に
襲
う
と
い
う
礼
実
践
は
、
礼
の
実
践
不

実
践
に
選
択
的
余
地
が
存
す
る
が
故
に
後
漢
時
代
に
は
あ
り
に
く
か
っ
た
。

そ
の
意
味
で
後
漢
時
代
の
礼
実
践
は
、
そ
ル
実
践
に
伴
う
自
覚
、
意
義
づ

け
が
十
全
に
生
き
て
い
た
と
も
い
え
る
。
そ
れ
は
風
俗
の
「
醇
さ
」
の
指

標
と
な
h
冶
何
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
現
象
的
に
は
後
世
か
ら
見
て
の

礼
の
変
則
、
「
桁
礼
」
に
当
る
礼
実
践
の
形
を
4

在
十
ん
で
い
る
。
後
世
、

特
に
「
近
代
的
」
価
値
観
を
以
て
す
れ
ば
、
そ
の
礼
実
践
の
形
に
わ
ざ
と

ら
し
き
ゃ
偽
臓
を
見
出
す
結
果
に
な
る
の
で
あ
る
。
本
款
で
と
り
あ
げ
た

後
漢
時
代
の
「
過
礼
」
的
礼
実
践
l
後
世
に
あ
っ
て
は
「
過
礼
」
と
し
て

認
め
ら
れ
な
い
そ
れ
l
の
事
例
は
、
し
ば
し
ば
、
所
謂
後
漢
末
名
節
の
士

の
行
勅
が
、
必
ず
し
も
道
徳
的
に
純
粋
で
な
い
こ
と
を
証
す
る
も
の
と
さ

れ
て
き
た
。
特
に
前
掲
越
宣
の
服
喪
の
事
例
は
、
そ
の
期
間
の
極
端
な
長

さ
と
、
眼
中
生
子
と
い
う
偽
蹄
性
と
の
不
照
合
に
基
い
て
、
後
漢
末
風
俗

の
虚
偽
性
や
偽
善
怪
を
結
論
ボ
つ
け
る
材
料
と
さ
れ
て
き
た
感
が
強
い
。
し

か
し
こ
う
し
た
後
漢
時
代
的
な
「
過
礼
」
的
風
俗
が
、
よ
し
選
挙
に
お
け

る
自
己
宣
伝
的
要
素
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
結
論
す
べ
き

は
、
後
漢
風
俗
そ
の
も
の
の
虚
偽
性
や
偽
善
性
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
後

漢
時
代
の
で
過
礼
」
は
、
礼
の
外
形
が
確
立
し
得
て
い
な
い
時
代
、
一
一
一
年

喪
の
普
及
定
着
の
進
行
過
程
に
あ
た
る
時
代
、
と
い
う
時
代
相
の
な
か
に
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後
漢
時
代
に
お
け
る
「
過
礼
」
を
め
ぐ
っ
て

お
い
て
理
解
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
社
会
に
お
け
る
偽
善
や
偽
善
の

形
は
ま
さ
に
そ
の
社
会
の
道
徳
や
規
範
の
形
態
の
反
照
な
の
で
あ
る
。

㈲

　
因
み
に
前
掲
の
楽
安
の
民
趙
宣
の
服
喪
の
事
例
と
同
様
、
後
漢
野
風
俗

の
道
徳
的
虚
偽
性
を
論
ず
る
材
料
と
し
て
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
も
の
化

「
宣
陵
の
孝
子
」
が
あ
る
。
後
漢
書
巻
六
十
藥
畿
伝
に
よ
れ
ば
、
桓
帝
の

崩
後
そ
の
山
陵
で
あ
る
宣
陵
に
群
聚
居
次
し
て
「
宣
陵
の
孝
子
」
と
称
し

て
い
た
市
買
小
民
十
数
人
が
い
た
。
彼
等
は
こ
と
ご
と
く
郎
中
、
太
子
舎

人
に
除
さ
れ
て
い
る
。
藥
邑
は
時
の
政
要
を
陳
じ
た
上
封
七
事
の
中
で
、

こ
の
こ
と
を
と
り
あ
げ
難
じ
て
い
る
。

　
　
…
…
伏
見
前
一
切
以
宣
陵
孝
子
為
太
子
舎
人
、
臣
聞
、
孝
文
皇
帝
制

　
　
喪
服
三
十
六
日
、
錐
継
体
之
君
、
父
子
至
親
、
公
卿
列
臣
、
受
恩
之

　
　
重
、
皆
屈
情
産
制
、
不
潔
踊
越
、
金
虚
偽
小
人
本
鞘
骨
肉
、
既
無
辛

　
　
私
之
恩
、
又
無
禄
仕
之
実
、
照
隠
思
慕
情
、
何
縁
生
、
而
群
聚
山
陵
、

　
　
仮
名
称
孝
、
行
春
急
心
、
義
無
所
依
、
至
恩
争
訟
語
意
、
通
容
基
甲
、

　
　
桓
思
皇
后
長
言
Z
時
、
東
節
点
盗
人
誉
者
、
亡
在
孝
中
、
本
県
追
捕
、

　
　
乃
補
題
墓
㌧
虚
偽
歯
冠
、
難
得
意
言
、
又
前
至
面
面
、
後
輩
被
遺
、

　
　
或
経
年
陵
次
、
以
野
帰
見
漏
、
或
以
人
為
代
、
亦
蒙
寵
栄
、
争
訟
怨

　
恨
、
凶
冷
道
路
、
太
子
官
属
、
宣
怪
態
驚
喜
、
巌
巌
胴
取
丘
墓
凶
醜

　
之
人
、
其
為
不
祥
、
莫
与
大
焉
、
宣
遣
帰
田
里
、
馬
首
詐
偽
、

　
右
で
「
宣
陵
の
孝
子
」
が
経
年
陵
次
し
続
け
た
と
い
う
の
は
、
む
ろ
ん

彼
等
が
桓
帝
に
対
し
て
服
喪
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
す
る
藥
嵩
の
批
判
の
要
点
は
、
崩
御
し
た
先
帝
に
服
喪
す
る
場
合
、

先
帝
の
子
で
あ
る
現
皇
帝
や
恩
を
受
け
る
こ
と
の
重
か
っ
た
公
卿
列
臣
で

　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

も
、
文
帝
の
短
喪
令
に
よ
っ
て
三
十
六
日
に
限
ら
れ
て
い
る
。
先
帝
に
幸

私
の
恩
、
禄
仕
の
実
の
あ
る
臣
下
で
な
く
、
ま
し
て
皇
帝
の
子
で
は
な
い

彼
等
が
、
蘭
引
の
令
を
無
視
し
て
服
喪
を
続
け
「
孝
子
」
を
称
す
る
の
は

理
に
あ
わ
な
い
。
そ
う
し
た
大
義
名
分
の
な
い
行
動
を
す
る
人
々
の
群
に

は
姦
軌
の
人
が
紛
れ
入
り
や
す
い
、
と
い
う
に
あ
る
泊
こ
れ
は
彼
が
文
中

に
と
り
あ
げ
て
い
る
ご
と
き
当
時
の
実
情
に
照
ら
し
て
正
論
と
い
う
べ
き

で
あ
る
。
に
も
拘
ず
皇
帝
は
「
宣
陵
の
孝
子
」
に
与
え
る
官
職
を
太
子
舎

人
か
ら
丞
尉
に
変
え
た
だ
け
で
、
こ
れ
を
褒
賞
す
る
方
針
を
や
め
な
か
っ

た
。
右
の
話
は
、
儒
教
的
立
教
主
義
の
後
漢
的
形
態
を
最
も
よ
く
あ
ら
わ

し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
後
漢
王
朝
の
儒
教
的
礼
教
主
義
は
、
専
ら

儒
教
道
徳
の
勧
奨
と
そ
の
実
践
者
の
褒
賞
、
官
吏
へ
の
と
り
た
て
と
い
う

形
で
表
現
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
道
徳
の
具
体
的
な
実
践
が
い
か
な
る
形

で
行
わ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
国
家
は
必
ず
し
も
成
案
を
も
っ
て
お
ら
ず
、

社
会
に
お
け
る
個
々
の
礼
の
慣
習
化
に
対
処
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
ま
た

そ
の
対
処
は
お
お
む
ね
礼
実
践
の
慣
習
が
国
政
の
運
営
を
妨
げ
る
こ
と
の

な
い
考
な
蟹
の
も
と
に
行
わ
れ
た
・
大
臣
転
や
親
以
外
の
親
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

の
た
め
の
服
喪
下
官
の
禁
止
は
そ
れ
に
あ
た
る
。
と
ご
ろ
で
、
後
世
、

（
魏
）
晋
以
降
に
あ
っ
て
は
、
礼
の
定
制
化
と
、
礼
と
国
政
運
営
の
便
宜
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後
漢
時
代
に
お
け
る
「
過
礼
」
を
め
ぐ
っ
て

お
い
て
理
解
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
社
会
に
お
け
る
偽
臓
や
偽
善
の

形
は
ま
さ
に
そ
の
社
会
の
道
徳
や
規
範
の
形
態
の
反
照
な
の
で
あ
る
。

田
因
み
に
前
掲
の
楽
安
の
民
越
宣
の
服
喪
の
事
例
と
同
様
、
後
漢
末
風
俗

の
道
徳
的
虚
偽
性
を
論
ず
る
材
料
と
し
て
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
も
の
に

「
宣
陵
の
孝
子
」
が
あ
る
。
後
漢
書
巻
六
十
茶
色
伝
に
よ
れ
ば
、
恒
帝
の

崩
後
そ
の
山
陵
で
あ
る
宣
陵
に
群
衆
居
次
し
て
「
官
一
陵
の
孝
子
」
と
称
し

て
い
た
市
買
小
民
十
数
人
が
い
た
。
彼
等
は
こ
と
ご
と
く
郎
中
、
太
平
会
口

人
に
除
さ
れ
て
い
る
。
察
凶
同
ほ
時
の
政
要
を
陳
じ
た
上
封
七
事
の
中
で
、

こ
の
こ
と
を
と
り
あ
げ
難
じ
て
い
る
。

:
:
:
伏
見
前
一
切
以
宣
陵
季
為
太
平
会
口
人
、
臣
問
、
孝
文
白
書
制

喪
服
三
十
六
日
、
雄
継
体
之
君
、
父
子
至
親
、
公
蜘
列
臣
、
受
恩
之

童
、
皆
同
情
従
制
、
不
敢
蹴
越
、
今
虚
偽
小
人
本
非
骨
肉
、
既
無
幸

私
之
恩
、
又
無
禄
仕
一
之
実
、
側
隠
思
翠
情
、
何
縁
生
、
而
群
緊
山
陵
、

仮
名
称
孝
、
行
不
隠
心
、
義
無
所
依
、
至
有
奉
帆
之
人
、
通
容
其
中
、

恒
思
皇
后
祖
塾
乙
時
、
東
郡
有
盗
人
妻
者
、
亡
在
孝
中
、
本
県
追
捕
、

乃
伏
其
事
、
成
偽
雑
械
、
難
得
勝
言
、
又
前
金
得
拝
、
後
輩
被
遺
、

或
経
年
陵
次
、
以
暫
帰
見
漏
、
或
以
人
向
代
、
李
家
電
栄
、
争
訟
怨

恨
、
凶
凶
道
路
、
太
子
{
昌
属
、
官
一
捜
選
令
徳
、
豊
有
但
取
丘
墓
凶
醜

之
人
、
其
為
不
祥
、
莫
与
大
薦
、
官
一
遺
帰
回
虫
、
以
明
詐
偽
、

右
で
「
宣
陵
の
孝
子
」
が
経
年
陵
次
し
続
け
た
と
い
う
の
は
、
む
ろ
ん

箆
守
、
が
恒
帝
に
対
し
て
服
喪
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
す
る
奈
川
口
あ
批
判
の
要
点
は
、
崩
御
し
た
先
帝
に
服
喪
す
る
場
合
、

先
帝
の
子
で
あ
る
明
書
蓄
を
受
け
る
こ
と
の
重
か
っ
た
公
卿
自
で

も
、
文
帝
の
短

H
伊
に
よ
っ
て
三
十
六
日
に
限
ら
れ
て
い
る
。
先
帝
に
幸

私
の
恩
、
禄
仕
の
実
の
あ
る
臣
下
で
な
く
、
ま
し
て
皇
帝
の
子
で
は
な
い

盤
守
が
、
短
喪
の
令
を
無
視
し
て
服
喪
を
続
け
「
孝
子
」
を
称
す
る
の
は

現
に
あ
わ
な
い
。
そ
う
し
た
大
義
名
分
の
な
い
行
動
を
す
る
人
々
の
群
に

は
奪
執
の
人
が
紛
れ
入
り
や
す
い
、
と
い
う
に
あ
る
。
乙
れ
は
彼
が
文
中

に
と
り
あ
げ
て
い
る
ご
と
き
当
時
の
実
情
に
照
ら
し
て
正
論
と
い
う
べ
き

で
あ
る
。
に
も
拘
ず
白
玉
帝
は
「
宣
陵
の
孝
子
」
に
与
え
る
官
職
を
太
平
舎

人
か
ら
丞
尉
に
変
え
た
だ
け
で
、
乙
れ
を
褒
賞
す
る
肯
軒
を
や
め
な
か
っ

た
。
右
の
話
は
、
儒
教
的
礼
教
主
義
の
後
漢
的
形
態
を
最
も
よ
く
あ
ら
わ

し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
後
漢
王
朝
の
儒
教
的
礼
教
主
義
は
、
専
ら

儒
教
道
徳
の
勧
奨
と
そ
の
実
践
者
の
褒
賞
、
官
吏
へ
の
と
り
た
て
と
い
う

形
で
表
現
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
道
徳
の
具
体
的
な
実
践
が
い
か
な
る
形

で
行
わ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
国
家
は
必
ず
し
も
成
案
を
も
っ
て
お
ら
ず
、

社
会
に
お
け
る
個
々
の
礼
の
慣
習
花
に
対
処
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
ま
た

そ
の
対
処
は
お
お
む
ね
礼
実
践
の
慣
習
が
国
政
の
運
営
を
妨
げ
る
こ
と
の

な
い
よ
う
な
配
慮
の
も
と
に
行
わ
れ
た
。
大
量
聡
や
親
以
外
の
親
族

(
お
)

の
た
め
の
服
喪
去
官
の
禁
止
は
そ
れ
に
あ
た
る
。
と
乙
ろ
で
、
後
世
、

(
貌
)
晋
以
降
に
あ
っ
て
は
、
礼
の
定
制
化
と
、
礼
と
国
政
運
営
の
便
宜
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の
矛
盾
相
克
の
調
節
、
社
会
的
慣
習
と
し
て
存
在
す
る
礼
の
国
制
へ
の
と

り
入
れ
等
が
バ
ラ
ン
ス
を
も
っ
て
国
家
権
力
に
総
摂
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

そ
こ
に
あ
っ
て
は
国
家
は
パ
儒
教
礼
典
を
基
盤
と
す
る
こ
と
を
条
件
と
す

る
が
）
国
制
と
し
て
の
礼
の
制
定
権
と
そ
れ
へ
の
違
犯
の
処
罰
の
権
刀
と

を
掌
握
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
儒
教
道
徳
1
な
か
ん
づ
く
家
族

道
徳
の
実
践
を
個
々
人
の
判
断
に
委
ね
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に

比
較
す
れ
ば
後
漢
時
代
の
礼
教
主
義
は
、
儒
教
道
徳
の
勧
奨
と
そ
の
実
践

者
の
顕
彰
に
止
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。
む
ろ
ん
礼
教
国
家
の
礼
教
国
家
た

る
ゆ
え
ん
は
儒
教
道
徳
と
政
治
と
が
直
結
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
の
意

味
で
後
漢
王
朝
が
儒
教
的
国
教
国
家
の
理
想
像
を
出
現
し
よ
う
と
し
た
一

面
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
前
掲
資
治
通
鑑
後
漢
記
の
論
賛
は
よ
く

そ
の
一
面
を
把
握
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
儒
教
道
徳
の
人
間
生
活

に
お
け
る
具
体
的
な
実
践
の
形
、
礼
の
外
形
性
が
確
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、

国
家
が
礼
を
士
（
民
）
支
配
の
要
諦
と
し
て
縦
横
に
機
能
せ
し
め
る
べ
き

体
制
を
と
る
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。
「
丁
重
の
孝
子
」
事
件
は
、
そ
う

し
た
後
漢
的
礼
教
国
家
の
実
相
を
最
も
具
体
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の

と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

註
（
1
）
『
東
洋
文
化
の
諸
問
題
』
一
九
四
九
年
所
収
。

（
2
）
三
年
喪
は
再
碁
二
十
五
月
で
あ
る
（
魏
時
代
二
十
七
月
説
が
あ

　
れ
る
。
）
本
稿
で
は
単
に
「
三
年
忌
」
と
称
す
る
。
な
お
儀
礼
喪

　
　
後
漢
時
代
に
お
け
る
「
過
礼
」
を
め
ぐ
っ
て

服
篇
に
よ
れ
ば
、
三
年
の
喪
服
は
、
父
及
び
父
死
亡
後
の
母
に
対
し
て

行
う
喪
服
で
あ
り
、
父
生
存
中
．
の
母
に
対
す
る
喪
服
は
一
年
で
あ
る
が
、

本
稿
で
は
便
宜
上
三
年
の
喪
を
「
親
に
対
す
る
喪
服
」
と
い
う
。

（
3
）
魏
時
代
の
礼
の
国
制
化
に
つ
い
て
は
ま
だ
十
分
把
握
で
き
て
い
な

い
が
、
曹
操
が
兵
月
制
の
存
続
の
た
め
に
異
姓
養
子
の
禁
を
除
い
て
い

る
こ
と
（
越
智
重
明
氏
『
魏
者
南
朝
の
政
治
と
社
会
』
第
一
篇
第
五
章

　
「
異
姓
養
子
」
参
照
。
）
等
か
ら
し
て
、
礼
を
国
家
権
力
に
よ
っ
て
操

作
す
べ
き
認
識
は
十
分
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
覇
権
享
雨
後
の

司
馬
氏
に
よ
っ
て
礼
へ
の
干
与
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
東
岳
の
制

の
公
布
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
晋
時
代
に
お

け
る
王
法
と
家
礼
」
　
（
『
東
洋
学
報
』
弟
六
十
巻
第
一
・
二
号
）
第
三

節
で
若
干
ふ
れ
て
い
る
。

（
4
）
親
に
対
す
る
三
年
喪
を
始
め
と
す
る
服
制
の
国
膨
化
が
い
か
な
る

形
で
行
わ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
滋
賀
秀
三
氏
は
律
令
法
体
系
が
完
成
し

た
樋
代
に
つ
い
て
「
ま
ず
唐
王
朝
は
、
儀
礼
喪
服
に
準
拠
し
つ
つ
多
少

の
手
を
加
え
て
当
代
に
用
い
る
べ
き
服
制
を
制
定
し
て
い
る
。
そ
の
服

制
は
律
の
う
ち
に
二
璽
の
意
味
で
取
上
げ
ら
れ
る
。
第
一
は
喪
服
を
礼

の
定
め
る
行
為
規
範
と
し
て
取
上
げ
、
そ
れ
に
対
す
る
重
大
な
違
背
を

律
が
取
締
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
第
二
は
服
を
親
等
制
と
し
て
機
能

さ
せ
て
い
る
場
合
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
　
（
「
訳
註
唐
律
令
議
の
〕

『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
七
二
巻
十
号
）
。
魏
者
時
代
に
つ
い
て
、
藤
川

正
数
氏
は
「
言
託
時
代
の
律
文
は
今
日
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
け
れ
ど
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の
矛
盾
相
克
の
調
節
、
社
会
的
慣
習
と
し
て
存
花
す
る
礼
の
国
制
へ
の
と

り
入
れ
等
が
バ
ラ
ン
ス
を
も
っ
て
国
家
権
力
に
総
摂
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

そ
乙
に
あ
っ
て
は
国
家
は
(
儒
教
礼
典
房
長
一
盤
と
す
る
乙
と
を
条
件
と
す

る
が
)
国
制
と
し
て
の
礼
の
制
定
権
と
そ
れ
へ
の
違
犯
の
処
罰
の
権
力
と

を
掌
握
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
儒
勤
諮
問L
徳
!
な
か
ん
づ
く
家
族

道
徳
の
実
践
を
個
々
人
の
判
断
に
委
ね
な
い
乙
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に

比
較
す
れ
ば
後
漢
時
代
の
礼
教
主
義
は
、
儒
教
道
徳
の
勧
奨
と
そ
の
実
践

者
の
岡
野
事
に
止
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。
む
ろ
ん
礼
教
国
家
の
礼
教
国
家
た

る
ゆ
え
ん
は
儒
教
埠
徳
と
政
治
と
が
直
結
す
る
と
乙
ろ
に
あ
り
、
そ
の
意

味
で
後
漢
王
朝
が
儒
教
的
礼
教
国
家
の
理
想
像
を
出
現
し
よ
う
と
し
た
一

両
が
あ
る
乙
と
は
疑
い
得
な
い
。
前
掲
資
治
通
鑑
後
漢
記
の
論
賛
は
よ
く

そ
の
一
面
を
把
握
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
儒
教
道
徳
の
人
間
生
一
活

に
お
け
る
具
体
的
な
実
践
の
形
、
礼
の
外
形
性
が
催
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、

国
家
が
礼
を
士
(
民
)
支
配
の
要
諦
と
し
て
縦
横
に
機
能
せ
し
め
る
べ
き

体
制
を
と
る
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。
「
官
一
陵
の
孝
f
」
事
件
は
、
そ
う

し
た
後
漢
的
托
教
国
家
の
実
相
を
最
も
具
体
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の

と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

キ
+
ム

-
4
4
4
同
H(

1
)
『
東
洋
文
化
の
諸
問
題
』
一
九
四
九
年
所
収
。

(
2
)
三
空
襲
は
再
春
二
十
五
月
で
あ
る
(
貌
時
代
二
十
七
月
説
が
あ

れ
る
。
)
本
稿
で
は
単
に
「
三
年
喪
」
と
称
す
る
。
な
お
儀
礼
喪

後
漢
時
代
に
お
け
る
「
過
礼
」
を
め
ぐ
っ
て

盤
崩
に
よ
れ
ば
、
三
年
の
喪
服
は
、
父
及
び
父
死
亡
後
の
母
に
対
し
て

行
う
喪
服
で
あ
り
、
父
生
仔
中
の
母
に
対
す
る
喪
服
は
一
年
で
あ
る
が
、

本
稿
で
は
便
宜
上
三
年
の
喪
を
「
親
に
対
す
る
喪
服
」
と
い
う
。

(
3
)
貌
時
代
の
礼
の
国
制
化
に
つ
い
て
は
ま
だ
十
分
把
握
で
き
て
い
な

い
が
、
曹
操
が
長
円
制
の
存
続
の
た
め
に
異
姓
養
子
の
禁
を
除
い
て
い

る
こ
と
(
越
宣
車
明
氏
『
翠
日
南
朝
の
政
治
と
社
会
』
第
一
艦
船
第
五
章

「
異
姓
養
子
」
参
照
。
)
等
か
ら
し
て
、
礼
を
国
家
権
刀
に
よ
っ
て
操

作
す
べ
き
却
識
は
十
分
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
覇
権
問
皐
握
後
の

司
馬
氏
に
よ
っ
て
礼
へ
の
干
与
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
東
関
の
制

の
公
布
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
晋
時
代
に
お

け
る
王
法
と
家
礼
」
(
『
東
洋
学
報
』
弟
六
十
巻
第
一
・
一
一
号
)
第
一
二

節
で
お
干
ふ
れ
て
い
る
。

(
4
)
親
に
対
す
る
一
一
一
生
践
を
始
め
と
す
る
服
制
の
国
制
化
が
い
か
な
る

形
で
行
わ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
滋
賀
秀
三
氏
は
律
令
法
体
系
が
完
成
し

た
高
筏
に
つ
い
て
「
ま
ず
麿
王
朝
は
、
儀
礼
喪
服
に
準
拠
し
つ
つ
多
少

の
手
を
加
え
て
当
代
に
用
い
る
べ
き
服
制
を
制
定
し
て
い
る
。
そ
の
服

制
は
律
の
う
ち
に
一
一
軍
の
意
味
で
取
よ
げ
ら
れ
る
。
第
一
は
喪
服
を
礼

の
定
め
る
行
為
規
範
と
し
て
取
上
げ
、
そ
れ
に
対
す
る
重
大
な
違
背
を

律
が
収
締
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
第
二
は
服
を
親
等
制
と
し
て
機
能

さ
せ
て
い
る
場
合
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
(
「
訳
註
唐
律
琉
議
ハ
門
」

『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
七
二
栄
子
号
)
。
貌
晋
時
代
に
つ
い
て
、
藤
川

正
数
氏
は
「
締
盟
国
時
代
の
律
文
は
今
日
見
る
乙
と
が
で
き
な
い
け
れ
ど
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後
漢
時
代
に
お
け
る
「
過
礼
」
を
め
ぐ
っ
て

も
、
喪
服
礼
の
違
背
を
と
り
し
き
る
た
め
に
唐
律
と
似
た
よ
う
な
罰
則

規
定
が
必
ず
存
し
た
に
ち
が
い
な
い
」
と
し
て
い
る
。
　
（
『
会
意
時
代

に
お
け
る
喪
服
礼
の
研
究
』
敬
又
社
・
一
九
六
〇
年
夏
1
7
）
。
晋
時
代

に
は
、
晋
礼
が
編
纂
さ
れ
た
こ
と
、
服
制
に
対
す
る
重
要
な
違
反
の
一

つ
「
冒
喪
山
蛭
」
を
「
典
憲
を
麟
違
」
し
「
礼
典
に
犯
違
」
す
る
行
為

と
し
て
処
罰
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
確
か
め
得
る
。
そ
れ
は
服
制
が
王

法
の
範
疇
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
唐
代
に
お
け

る
よ
う
に
明
確
に
服
制
に
違
犯
す
る
行
為
を
処
罰
す
る
律
が
定
め
ら
れ

て
い
た
も
の
か
ど
う
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
，
b
（
前
掲
拙
稿
「
晋

時
代
に
お
け
る
王
法
と
家
礼
」
）
。

（
5
）
『
後
漢
書
』
巻
三
十
九
虞
延
伝
に
、

　
永
平
初
、
有
新
野
功
怪
船
彷
隅
以
外
戚
小
侯
里
預
朝
会
、
而
容
姿
趨

　
歩
、
有
出
於
衆
、
顕
宗
目
之
、
顧
左
右
日
、
朕
之
三
極
、
豊
若
此
人
、

　
特
賜
輿
馬
衣
服
、
延
以
彷
錐
有
容
儀
潮
田
実
行
、
未
踏
測
量
、
帝
既

　
異
之
、
遍
身
簗
刀
自
称
南
陽
功
薄
霧
闘
、
既
到
、
拝
郎
中
、
遷
玄
武

　
司
馬
、
箭
在
職
不
服
父
喪
、
帝
聞
之
、
乃
歎
日
、
知
人
則
哲
、
惟
帝

　
難
之
、
，
信
哉
斯
言
、
術
暫
而
退
、
由
是
心
延
為
明
、

と
あ
る
。
趙
翼
は
『
二
十
二
史
測
量
』
巻
三
「
両
翼
喪
服
纂
疋
制
」
で
こ

の
記
事
に
ふ
れ
「
郡
術
不
服
父
喪
、
明
瞭
聞
之
、
錐
薄
其
為
人
、
然
本

無
服
喪
定
例
、
故
示
不
能
以
此
罪
之
」
と
述
べ
て
い
る
。
右
虞
延
伝
は

後
漢
時
代
に
お
け
る
三
年
喪
の
社
会
規
範
と
し
て
の
様
態
、
す
な
わ
ち

法
制
化
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
道
徳
的
習
俗
と
し
て
の
拘
束
力
を
も
ち

っ
っ
あ
る
段
階
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
－

（
6
）
『
日
本
諸
学
振
興
委
切
界
磁
研
究
報
告
、
特
輯
第
四
篇
歴
史
学
』
昭

和
十
七
年
所
収
。
宮
崎
市
定
氏

『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第
二
所
収
。

（
7
）
『
後
漢
書
』
百
十
一
独
行
撃
壌
、
r
及
び
李
充
伝
、
後
漢
書
巻
六
十

九
強
壮
伝
。

（
8
）
こ
の
記
事
は
楊
樹
黒
氏
『
身
代
婚
喪
礼
俗
考
』
（
商
務
員
童
晶
即
）

に
お
い
て
は
父
母
の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
三
年
し
て
合
計
六
年
で
あ
る
と

解
釈
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）
　
（
1
0
）
実
例
に
つ
い
て
は
前
掲
楊
樹
王
氏
『
鼠
算
婚
葬
礼
俗
考
』

参
照
。

（
1
1
）
期
功
の
喪
の
た
め
の
世
情
は
、
し
ば
し
ば
後
漢
風
俗
の
醇
美
を
論

ず
る
根
拠
と
さ
れ
る
が
、
後
漢
時
代
に
限
ら
れ
た
現
象
で
は
な
い
。

『
日
週
録
』
巻
一
五
「
期
功
喪
具
官
」
の
項
参
照
。
郡
将
挙
王
の
た
め

の
服
喪
は
｝
部
刮
眼
に
対
す
る
故
吏
の
服
喪
と
い
う
形
で
晋
時
代
に
定

制
化
さ
れ
て
い
る
。
趙
翼
『
廿
二
史
記
』
巻
二
「
長
官
喪
服
」
参
照
。

ま
た
註
（
1
5
）
参
照
。

（
1
2
）
藤
川
正
数
氏
『
漢
代
に
お
け
る
中
学
の
研
究
』
（
昭
和
四
三
年
・

風
間
幽
思
腸
…
）
第
詣
ハ
血
暴
昭
川
。

（
1
3
）
註
（
5
）
参
照
。

（
1
4
）
士
人
社
会
が
そ
の
内
部
の
礼
違
犯
者
を
自
律
的
に
排
除
す
る
し
く

み
と
し
て
清
議
が
成
立
す
る
。
晋
時
代
に
な
る
と
、
礼
そ
の
も
の
を
王
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後
漢
時
代
に
お
け
る
「
過
礼
」
を
め
ぐ
っ
て

も
、
喪
服
礼
の
進
背
を
と
り
し
き
る
た
め
に
唐
律
と
似
た
よ
う
な
罰
則

規
定
が
必
ず
存
し
た
に
ち
が
い
な
い
」
と
し
て
い
る
。
(
『
貌
普
時
代

に
お
け
る
喪
服
礼
の
研
究
』
敬
文
社
・
一
九
六
O
年
夏
口
)
。
晋
時
代

に
は
、
晋
礼
が
編
纂
さ
れ
た
こ
と
、
服
制
に
対
す
る
重
要
な
違
反
の
一

つ
「
回
目
喪
始
安
」
を
「
典
憲
を
勝
進
」
し
「
礼
血
ハ
に
犯
違
」
す
る
行
為

と
し
て
処
罰
し
て
い
る
ζ
と
な
ど
が
確
か
め
得
る
。
そ
れ
は
服
制
が
.
王

法
の
範
噂
に
入
っ
て
い
る
乙
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
自
民
に
お
け

る
よ
う
に
明
催
に
服
制
に
違
犯
す
る
行
為
を
処
罰
す
る
律
が
定
め
ら
れ

て
い
た
も
の
か
ど
う
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
h

(

前
掲
拙
稿
平
日

時
代
に
お
け
る
王
法
と
家
礼
」
)
。

(
5
)

『
後
漢
書
』
巻
三
十
九
屡
匙
伝
に
、

永
平
初
、
有
新
野
功
曹
郵
街
、
以
外
戚
小
侯
毎
預
朝
会
、
興
会
議

歩
、
有
出
於
衆
、
顕
由
一
省
之
、
顧
左
右
日
、
朕
之
儀
貌
、
出
長
引
此
人
、

特
賜
輿
馬
衣
服
、
延
以
街
雄
有
容
儀
而
無
実
行
、
未
嘗
加
礼
、
帝
既

異
之
、
乃
詔
街
令
自
称
南
陽
功
商
品
相
閥
、
既
到
、
拝
郎
中
、
遷
玄
武

司
馬
、
街
在
職
不
服
代
リ
入
喪
、
帝
間
之
、
乃
歎
臼
、
知
人
則
折
口
、
惟
帝

難
之
、
信
哉
斯
一
一
一
口
、
街
暫
而
退
、
由
自
疋
以
延
為
明
、

と
あ
る
。
越
翼
は
『
二
十
二
史
料
剖
記
』
巻
一
一
一
「
両
漢
喪
服
無
定
制
」
で
こ

の
記
事
に
ふ
れ
「
郵
桁
不
服
父
喪
、
明
帝
聞
之
、
雄
痛
手
ム
付
人
、
然
本

無
服
喪
定
例
、
故
一
不
不
能
以
此
罪
之
」
と
述
べ
て
い
る
。
右
雲
匙
伝
は

後
俣
時
代
に
お
け
る
一
ニ
年
喪
の
社
会
規
範
と
し
て
の
様
態
、
す
な
わ
ち

法
制
化
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
道
徳
的
習
俗
と
し
て
の
拘
束
力
を
も
ち

つ
つ
あ
る
段
階
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

(
6
)

『
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
研
究
報
告
、
特
輯
第
四
篇
歴
史
子
』
昭

和
十
七
年
所
収
。
官
属
-
市
定
氏

『
ア
ジ
プ
史
研
究
』
第
二
所
収
。

(
7
)
『
後
漢
書
』
百
十
一
独
白
伝
序
、
及
び
李
充
伝
、
後
漢
書
巻
六
十

九
察
順
伝
。

(
8
)
乙
の
記
事
は
楊
樹
遥
氏
『
漢
代
婚
喪
礼
俗
考
』
(
商
努
量
目
館
)

に
お
い
て
は
父
母
の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
三
年
し
て
ム
且
計
六
年
で
あ
る
と

解
釈
さ
れ
て
い
る
。

(

9

)

(

叩
)
空
調
に
つ
い
て
は
前
掲
楊
樹
達
氏
『
漂
代
婚
葬
礼
俗
考
』

参
照
。

(
日
)
期
功
の
喪
の
た
め
の
去
官
は
、
し
ば
し
ば
後
漢
風
俗
の
醇
美
を
論

ず
る
根
拠
と
さ
れ
る
が
、
後
漢
時
代
に
眠
ら
れ
た
現
象
で
は
な
い
。

『
日
知
録
』
巻
一
五
「
期
功
喪
去
官
」
の
項
参
照
。
郡
将
挙
主
の
た
め

の
服
喪
は
一
部
旧
君
に
対
す
る
故
吏
の
服
喪
と
い
う
形
で
晋
時
代
に
定

制
化
さ
れ
て
い
る
。
越
翼
『
廿
二
史
記
』
巻
三
「
長
官
喪
服
」
参
照
。

ま
た
註
(
日
)
参
照
。

(
ロ
)
藤
川
正
数
氏
『
溜
代
に
お
け
る
礼
学
の
研
究
』
(
附
和
四
一
二
年
・

風
間
書
房
)
第
六
軍
参
照
。

(
日
)
註
(
5
)
参
照
。

(
U
)
士
入
社
会
が
そ
の
内
部
の
礼
違
犯
者
を
自
律
的
に
排
除
す
る
し
く

み
と
し
て
は
加
議
が
成
虫
す
る
。
普
時
代
に
な
る
と
、
礼
そ
の
も
の
を
王
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法
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
清
議
は
士
人
層
の
私
議
か
ら
国

政
運
営
の
一
環
に
高
め
ら
れ
て
い
る
。

（
1
5
）
趙
翼
は
後
漢
時
代
に
特
徴
的
な
郡
将
挙
王
の
た
め
の
三
年
喪
や
期

功
の
親
の
た
め
の
服
喪
去
官
を
も
、
服
制
に
定
量
が
な
か
っ
た
こ
と
を

以
て
説
明
し
て
い
る
。
従
う
べ
き
で
あ
る
。

（
1
6
）
註
（
5
）
参
照
。

（
1
7
）
因
み
に
『
後
漢
書
』
巻
四
十
一
宋
均
伝
に
、

　
遷
上
蒙
臨
時
府
下
記
、
蕃
人
喪
葬
不
得
修
長
、
均
日
、
夫
送
三
論

　
制
、
失
之
軽
者
、
今
有
不
義
之
民
、
子
壷
老
化
、
而
遽
罰
過
礼
、
非

　
政
之
先
、
寛
不
承
施
行
、

と
あ
る
。
右
で
い
う
「
過
激
」
と
は
喪
葬
が
奢
修
に
す
ぎ
る
こ
と
で
あ

る
。
三
年
の
喪
が
親
の
死
に
臨
む
手
厚
い
孝
情
の
精
神
主
義
的
あ
ら
わ

れ
で
あ
る
と
す
れ
ば
喪
葬
の
親
藩
は
物
質
主
義
的
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

そ
こ
に
あ
っ
て
も
「
葬
礼
」
が
容
認
さ
る
べ
き
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い

る
。
「
ム
肴
不
義
之
民
、
尚
正
格
化
」
の
具
体
的
内
容
は
明
ら
か
で
な

い
が
、
三
年
の
喪
が
一
般
化
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
す
よ
う
に
も
受
け

と
れ
る
。

（
1
8
）
『
武
内
義
雄
全
集
』
第
三
巻
儒
教
篇
二
「
，
礼
の
倫
理
思
想
」
頁
四

五
八
。

（
1
9
）
『
後
漢
書
』
巻
三
十
五
曹
請
田
に
、

　
（
褒
）
徴
拝
仏
博
士
、
A
講
出
爪
簗
礼
楽
：
・
：
・
（
中
略
）
、
立
早
和
皿
去
年

正
月
、
乃
召
褒
詣
嘉
徳
門
、
令
小
憩
門
七
里
固
所
上
叔
孫
通
薄
儀
十
二

　
後
漢
時
代
に
お
け
る
「
過
礼
」
を
め
ぐ
っ
て

篇
、
勅
褒
日
、
此
制
散
略
、
多
不
合
経
、
今
宜
依
々
条
正
、
使
可
施
行
、

於
南
宮
・
東
関
尽
心
集
作
、
褒
既
受
命
、
乃
次
序
盛
事
、
依
準
亀
鑑
、

雑
以
五
経
識
記
短
文
、
撰
次
天
子
至
於
庶
人
冠
婚
青
凶
終
始
制
度
、
以

為
百
五
十
篇
、
面
恥
二
尺
四
寸
簡
、
其
事
十
二
月
秦
上
、
帝
遂
以
新
礼

二
籏
冠
、
擢
褒
監
羽
林
左
騎
、
永
元
四
年
、
遷
射
声
校
尉
、
後
脳
尉
張

醜
・
尚
書
張
敏
等
奏
、
褒
槽
制
漢
礼
、
破
礼
聖
術
、
宜
加
刑
珠
、
帝
錐
寝

其
奏
、
而
漢
礼
遂
不
行

（
2
0
）
礼
典
編
纂
が
始
め
ら
れ
た
の
は
晋
室
受
禅
直
前
の
威
煕
年
間
で
あ

る
が
、
得
失
を
討
論
し
て
秦
上
さ
れ
た
の
は
西
晋
末
に
近
い
元
康
年
間

で
あ
る
。
完
成
さ
れ
た
礼
典
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
か
ど
う
か
よ
く
わ

か
ら
な
い
。
し
か
し
国
家
が
儒
教
礼
典
を
根
拠
に
王
法
と
し
て
の
礼
内

容
を
確
定
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。

（
2
1
）
魏
誉
王
朝
は
そ
の
国
家
存
立
の
理
念
的
基
盤
を
儒
教
的
礼
教
主
義

に
求
め
て
お
り
、
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
も
「
駆
詰
」
的
礼
実
践
は
少
く

な
か
っ
た
が
、
そ
の
内
容
は
「
衰
殿
始
礼
」
　
「
哀
思
虚
礼
」
的
な
形
に

限
定
さ
れ
て
く
る
。

（
2
2
）
同
様
の
認
識
は
斐
注
の
他
の
箇
所
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
前
掲

拙
稿
「
晋
時
代
に
お
け
る
王
法
と
家
礼
」
第
二
章
註
（
1
0
）
参
照
。

（
2
3
）
漢
書
巻
九
十
ご
原
渉
伝
、
同
八
十
三
蘇
宣
伝
等
に
、
前
漢
末
期
三

年
の
服
を
行
う
者
が
ま
れ
で
あ
っ
た
由
記
載
が
あ
る
。
な
お
漢
代
に
お

け
る
三
年
喪
実
践
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
趙
翼
『
二
十
二
史
筍
記
』
巻

三
「
蚕
簿
喪
服
無
定
制
」
の
項
、
楊
樹
達
氏
『
網
代
婚
葬
孔
俗
考
』
、
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法
と
し
て
車
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
清
議
は
士
人
層
の
私
議
か
ら
国

政
運
営
の
一
環
に
高
め
ら
れ
て
い
る
。

(
日
)
越
翼
は
ノ
像
演
時
代
に
特
徴
的
な
郡
護
壬
の
た
め
の
三
笠
授
や
期

功
の
親
の
た
め
の
服
喪
去
官
を
も
、
服
制
比
定
制
が
な
か
っ
た
こ
と
を

以
て
説
明
し
て
い
る
。
従
う
べ
き
で
あ
る
。

(
凶
)
註

(
5
)
参
照
。

(
げ
)
因
み
に
『
後
漢
書
』
巻
四
十
一
宋
喧
伝
に
、

選
上
底
小
令
、
時
府
下
記
、
禁
人
喪
葬
不
得
管
長
、
均
臼
、
夫
送
終
踊

制
、
失
之
軽
者
、
今
有
不
義
之
民
、
尚
未
縮
化
、
而
遼
罰
過
礼
、
非

政
之
先
、
覚
不
品
目
施
行
、

と
あ
る
。
右
で
い
う
「
過
礼
」
と
は
喪
葬
が
著
修
に
す
ぎ
る
こ
と
で
あ

る
。
三
年
の
喪
が
親
の
死
に
臨
む
手
厚
い
孝
情
の
精
神
主
義
吻
あ
ら
わ

れ
で
あ
る
と
す
れ
ば
喪
葬
の
率
彦
は
物
質
主
義
的
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

そ
こ
に
あ
っ
て
も
「
過
礼
」
が
容
認
さ
る
べ
き
乙
と
が
強
調
さ
れ
て
い

る
。
「
今
有
不
義
之
民
、
尚
未
徳
化
」
の
具
体
的
内
容
は
明
ら
か
で
な

い
が
、
一
ニ
年
の
喪
が
一
般
化
し
て
い
な
い
と
と
を
指
す
よ
う
に
も
受
け

と
れ
る
。

(
時
)
『
武
内
義
笠
主
集
』
第
三
巻
儒
教
篇
一
二
礼
の
倫
理
思
想
」
頁
四

五
八
。

(
凶
)
『
後
漢
一
書
』
巻
三
十
五
曹
震
に
、

(
褒
)
徴
拝
博
士
、
会
繭
宗
欲
制
定
礼
楽
:
:
:
(
中
略
)
、
章
和
元
年

正
月
、
乃
召
棋
会
商
車
議
門
、
令
小
苦
肉
持
班
聞
所
上
叔
孫
通
漢
儀
十
二

後
漢
時
代
に
お
け
る
「
過
礼
ー
一
を
め
ぐ
っ
て

篇
、
勅
褒
日
、
此
制
散
略
、
多
不
合
経
、
今
宜
依
礼
条
正
、
使
可
施
行
、

於
南
宮
・
東
関
尽
心
集
作
、
褒
既
受
命
、
乃
次
序
礼
事
、
依
準
旧
典
、

雑
以
五
料
識
記
之
文
、
撰
次
天
子
至
が
成
人
冠
婚
吉
凶
終
始
制
度
、
以

為
百
五
十
篇
、
写
以
二
尺
四
寸
筒
、
其
年
十
二
月
奏
上
、
帝
進
、
以
新
礼

一
一
第
一
姐
、
擢
襲
監
羽
淋
左
騎
、
永
元
四
年
、
遷
射
声
校
尉
、
後
太
尉
張

繭
・
尚
書
雌
敏
等
奏
、
袈
摺
制
漢
礼
、
阪
礼
聖
術
、
宜
加
刑
訴
、
帝
雄
寝

其
奏
、
而
深
礼
一
遂
不
行

(
初
)
礼
典
編
纂
が
始
め
ら
れ
た
の
は
晋
室
雨
量
直
前
の
戚
照
年
間
で
あ

る
が
、
得
失
を
裂
酬
し
て
奏
上
さ
れ
た
の
は
西
晋
末
に
近
い
元
康
年
間

で
あ
る
。
昨
夜
さ
れ
た
礼
典
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
か
ど
う
か
よ
く
わ

か
ら
な
い
。
し
か
し
一
国
家
が
儒
教
礼
典
を
綬
拠
に
王
法
と
し
て
の
礼
内

容
を
催
定
し
て
い
た
乙
と
は
疑
い
得
な
い
。

(
幻
)
貌
耳
目
王
朝
は
そ
の
国
峯
霊
の
理
念
的
基
盤
を
儒
教
的
礼
撃
義

に
求
め
て
お
り
、
乙
の
時
代
に
あ
っ
て
も
「
過
礼
」
的
礼
実
践
は
少
く

な
か
っ
た
が
、
そ
の
内
容
は
「
衰
致
過
礼
」
「
哀
思
過
礼
」
的
な
形
に

限
定
さ
れ
て
く
る
。

(
忽
)
同
様
の
認
識
は
裳
注
の
他
の
箇
所
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
前
掲

出
楠
「
晋
時
代
に
お
け
る
王
法
と
家
礼
」
第
二
重
社
(
叩
)
参
照
。

(
お
)
漢
書
巻
九
十
二
原
潜
伝
、
同
八
十
三
醇
宣
伝
等
に
、
前
漢
末
期
三

年
の
服
を
行
'
主
台
が
ま
れ
で
あ
っ
た
由
記
載
が
あ
る
。
な
お
漢
代
に
お

け
る
三
笠
喪
実
践
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
越
翼
吋
二
土
石
翁
記
』
巻

一
二
「
漢
代
喪
服
築
制
」
の
項
、
楊
樹
達
氏
『
滋
代
婚
葬
礼
俗
考
』
、

- 39 -



　
　
　
後
漢
時
代
に
お
け
る
「
過
礼
」
・
を
め
ぐ
っ
て

　
藤
川
正
数
氏
『
三
代
に
お
け
る
礼
学
の
研
究
」
、
狩
野
直
喜
氏
「
礼
経

　
と
漢
制
」
（
『
東
万
学
報
京
都
第
十
三
三
二
分
・
昭
和
十
四
年
）
等
に

　
何
ら
か
の
言
及
が
あ
る
。
う
ち
狩
野
氏
の
も
の
は
礼
の
習
俗
化
と
法
制

　
と
の
関
係
に
ふ
れ
て
お
り
本
稿
の
趣
旨
に
最
も
近
い
。

　
（
2
4
）
服
中
生
子
の
禁
が
法
律
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
旧
記
が
最
初
で
あ
る
。

　
徐
乾
学
『
読
四
通
考
』
巻
百
十
五
参
照
。

　
（
2
5
）
応
勧
『
風
俗
通
』
「
術
礼
」
に
、
服
中
に
出
生
し
た
子
は
三
三
す

　
べ
き
で
な
い
が
w
あ
る
士
人
が
後
嗣
が
な
い
た
め
「
過
失
」
を
意
味
す

　
る
命
各
を
し
た
後
収
育
し
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
。

　
（
％
）
漢
書
文
帝
紀
Y
七
年
六
月
己
亥
の
条
。

（
2
7
）
前
掲
藤
川
正
数
氏
『
漢
代
に
お
げ
る
礼
学
の
研
究
』
第
六
章
。

（
2
8
）
『
後
漢
書
』
安
帝
紀
、
永
初
元
年
三
九
四
丁
丑
の
条
に
、

　
　
詔
周
回
長
三
三
寛
悉
趣
自
記
堤
畿
趣
慮
者
、
鯛

　
　
－
県
十
歳
、
平
県
五
歳
以
上
、
三
三
次
用
、

　
と
あ
る
。

（
2
9
）
前
掲
拙
稿
『
晋
時
代
に
お
け
る
王
法
と
家
礼
』

追
記

　
こ
の
小
論
ぽ
三
三
駁
3
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
・
奨
励
研
究
（
A
）
魏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
　
　
コ
し
コ
キ
　
ゆ
ド
ロ
　
　
ロ
　
リ
ロ
ロ
　
ぼ
　
キ
う
　
　

晋
南
繭
に
図
る
王
法
旧
記
偏
の
畢
の
蔀
で
あ
る
。
，

ノ

L．．　r，

昌
，
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日
．
、

後
漢
時
代
に
お
け
る
「
過
礼
」
を
め
ぐ
っ
て

藤
川
正
数
氏
『
道
代
に
お
け
る
礼
学
の
研
究
」
、
狩
野
直
車
民
「
礼
経

と
漢
制
」
(
『
東
方
学
報
京
都
第
十
冊
第
二
分
・
昭
和
十
四
年
)
等
に

何
ら
か
の
言
及
が
あ
る
。
う
ち
狩
野
氏
の
も
の
は
礼
の
習
俗
化
と
法
制

と
の
関
係
に
ふ
れ
て
お
り
本
稿
の
趣
旨
に
最
も
近
い
。

(
仰
の
)
眼
申
生
子
の
禁
が
法
律
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
唐
律
が
最
初
で
あ
る
。

徐
乾
学
『
読
礼
通
考
』
巻
百
十
五
参
照
。

(
お
)
応
硝
『
風
俗
通
』
「
街
礼
」
に
、
服
中
に
出
生
し
た
子
は
収
育
す

べ
き
で
な
い
が
、
あ
る
士
人
が
後
嗣
が
な
い
た
め
「
過
失
」
を
意
味
す

る
命
名
を
し
た
後
収
育
し
た
乙
と
が

2

見
え
て
い
る
。

(
お
)
漢
書
文
帝
紀
、
七
年
六
月
己
亥
の
条
。

(
幻
)
前
掲
藤
川
正
数
氏
『
漢
代
に
お
け
る
礼
学
の
研
究
』
第
六
章
。

(
お
)
『
後
漢
書
』
安
帝
紀
、
永
初
元
年
秋
九
月
丁
丑
の
条
K
、

詔
臼
、
自
ム
長
革
命
恨
考
寛
未
報
、
自
非
父
母
喪
無
故
哩
玄
職
者
、
劇

県
十
歳
v

平
京
五
歳
以
上
、
乃
得
次
用
、

ル
」
占
め
ず
。
。

(
却
)
前
掲
拙
稿
『
晋
時
代
に
お
け
る
王
法
と
家
礼
』

追
記乙

の
小
一
論
は
昭
和
田
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
・
奨
励
研
究

(
A
)
一規

晋
南
朝
に
お
け
る
王
法
と
家
礼
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

九

'

e

ん

i
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