
朱
烹

「
家
礼
』

に
お
け
る
桐
堂
の
機
能

は
じ
め
に

明
家
礼
』
は
複
雑
で
あ
っ
た
儒
教
儀
礼
を
簡
略
化
し
、
そ
の

普
及
に
大
い
に
貢
献
し
た
。
そ
こ
で
示
さ
れ
た
も
の
は
、
祖
先
崇
拝

を
基
軸
と
し
た
冠
婚
葬
祭
の
儀
礼
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
仏
教
や
道

教
に
も
影
響
を
与
え
、
中
国
の
み
な
ら
ず
、
朝
鮮
半
議
、
区
本
な
ど
、

祖
先
崇
拝
を
基
擦
と
す
る
東
ア
ジ
ア
諸
地
域
の
儀
礼
に
対
し
て
強
い

(1) 

影
響
を
与
え
た
。
儒
教
は
漢
代
以
降
『
礼
記
』
「
曲
礼
上
」
の
「
一
札

は
庶
人
に
下
ら
ず
。
刑
は
大
夫
に
上
ら
ず
」
、
が
強
調
さ
れ
、
庶
人
は

〔

2
)

礼
の
対
象
外
に
お
か
れ
た
。
南
宋
の
朱
慕
は
司
家
礼
』
を
執
筆
す
る

こ
と
で
、
士
大
夫
の
み
な
ら
ず
庶
人
に
対
し
て
も
儀
礼
の
規
範
を
与

え
、
儀
礼
の
授
透
・
習
慣
化
を
は
か
っ
た
。
『
家
礼
』
に
一
部
さ
れ
た

儀
礼
は
様
々
に
応
用
さ
れ
、
東
ア
ジ
ア
諸
地
域
に
普
及
し
た
。
そ
れ

ら
の
地
域
に
は
学
問
と
し
て
の
朱
子
学
、
が
政
治
理
念
と
し
て
利
用
さ

れ
、
社
会
の
形
成
に
強
い
影
響
を
与
え
た
。
そ
の
一
方
、
司
家
礼
』

松

崎

幸斤
仁3

之

的
儀
礼
の
普
及
も
知
識
人
か
ら
庶
人
に
至
る
ま
で
身
体
を
通
し
て
深

く
浸
透
し
、
彼
ら
の
考
え
方
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。(3) 

日
本
で
は
、
直
接
的
な
明
家
礼
』
儀
礼
の
普
及
は
み
ら
れ
な
い
が
、

近
世
、
仏
教
の
葬
祭
儀
礼
が
普
及
定
着
し
、
そ
の
儀
礼
は
日
本
人
の

意
識
に
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
そ
の
儀
礼
の
か
た
ち
は
、

様
々
な
要
素
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
が
、
な
か
で
も
儒
教
儀
礼
は

多
く
の
要
素
を
提
供
し
て
い
る
。
罷
教
儀
礼
が
仏
教
儀
礼
に
ど
の
よ

う
な
作
用
を
及
ぼ
し
、
そ
れ
を
通
し
て
日
本
社
会
に
何
を
も
た
ら
し

た
の
か
、
こ
の
間
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
は
日
本
の
社
会
形
成
を
解
明

(4) 

す
る
に
あ
た
っ
て
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
『
家
礼
』

に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
担
う
稿
堂
の
意
義
と
機
能
に
つ
い
て
検
討

し
、
経
書
の
ど
の
理
念
を
採
用
し
、
そ
し
て
人
々
に
ど
の
よ
う
な
か

た
ち
と
行
動
を
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
を
意
識
づ
け
よ
う
と
し
た

の
か
明
ら
か
に
し
た
い
。

(27) 



祖
先
祭
認
の
機
能

儒
教
の
社
会
秩
序
は
》
祖
先
を
共
有
す
る
者
の
築
関
で
あ
る
家
族

の
秩
序
を
纂
一
礎
に
震
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
家
族
を
い
か
に
形
成
す

る
の
か
、
秩
序
は
い
か
に
あ
る
べ
き
な
の
か
、
祖
先
祭
認
は
い
か
に

あ
る
べ
き
な
の
か
な
ど
、
家
族
と
祖
先
祭
認
は
重
要
な
問
題
と
な
っ

て
い
る
。
朱
惑
は
そ
れ
ら
の
問
題
に
関
す
る
経
お
よ
び
註
釈
を
司
儀

礼
経
伝
通
解
』
「
…
k
o
E
に
ま
と
め
て
い
る
。
そ
こ
で
、
「
五
宗
」
に

引
か
れ
る
経
と
註
釈
か
ら
そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
ま
ず
は
検
討
し

て
い
こ
う
。
明
礼
町
出
b

「
大
伝
」
に
よ
る
と
祖
先
祭
認
は
以
下
の
よ
う

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
つ

も

ち

い

し

た

が

仁
を
向
て
親
に
率
い
て
等
し
て
之
れ
を
上
せ
て
砲
に
至
り
、

義
を
向
て
抱
に
率
い
て
、
販
に
し
て
之
れ
な
ド
し
て
捕
に
至
る

患
の
放
に
人
道
は
殺
を
親
し
む
な
り
。
親
を
親
し
む
が
故
に
掘

を
尊
ぶ
。
被
を
尊
ぶ
が
故
に
宗
を
敬
う
っ
京
を
敬
う
が
故
に
族

を
牧
む
の
族
を
牧
む
る
が
故
に
宗
廟
厳
な
り
。
宗
廟
厳
な
る
が

故
に
社
穣
を
重
ん
ず
の
社
援
を
重
ん
ず
る
が
故
に
百
姓
を
愛
、
一
す

9

百
姓
を
袋
す
る
が
故
に
刑
罰
中
る
つ
刑
罰
中
る
が
故
に
庶
民
安

し
の
庶
民
安
き
が
故
に
財
用
足
る
の
叫
初
出
足
る
が
故
に

な

る
。
百
五
成
る
が
故
に
孔
俗
刑
る
。
礼
的
刑
り

し
む
。

こ
こ
で
は
、
親
を
殺
し
む
こ
と
を
摂
本
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
祖
を

尊
ぶ
こ
と
、
宗
を
敬
う
こ
と
へ
と
発
展
し
、
ひ
い
て
は
礼
俗
が
完
成

し
、
安
楽
な
世
の
中
が
実
現
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
絞
殺
・
尊

複
・
敬
宗
・
収
族
を
実
現
す
る
場
所
が
宗
廟
で
あ
り
、
そ
こ
で
行
わ

れ
る
揺
先
祭
詑
こ
そ
統
治
の
基
本
と
さ
れ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
祖
先
祭

程
の
場
で
あ
る
宗
廟
も
ま
た
掻
め
て
重
要
な
の
で
あ
る
令

と
こ
ろ
で
、
「
敬
宗
」
と
培
、
や
や
分
か
り
に
く
い
概
念
で
あ
る
。

人
と
人
と
が
関
保
を
結
ぶ
際
、
ま
ず
最
初
に
接
す
る
の
が
父
母
で
あ

号
、
父
母
に
は
仁
、
つ
ま
り
窓
愛
を
受
け
て
い
る
の
で
、
「
親
殺
」
は
、

自
然
な
感
情
の
発
議
と
し
て
理
解
で
き
る
。
鄭
玄
は
「
先
に
窓
有

り
」
と
し
、
こ
の
親
を
毅
し
む
仁
愛
こ
そ
人
道
の
根
本
と
す
る
。
こ

の
殺
を
愛
す
る
こ
は
普
遍
約
な
も
の
で
あ
る
。
憐
教
は
、
親
を
親

し
む
こ
と
、
そ
し
殺
を
生
み
出
し
た
祖
を
尊
ぶ
こ
と
、
こ
れ
を

理
論
操
作
し
、
現
議
を
構
築
す
る
の
で
あ
る
c

そ
の
中
で
登
場

す

る

の

が

で

あ

る

今

孔

穎

逮

疏

に

は

、

「

敬

宗

」

に

つ

い

(28) 

て
次
の
よ
う

る

べ
き
も
の
燕
く
、

n 

べ
き
も
の
と
す
る
。

は
存
症
し
て
い
な
い
。
そ

み
な
さ
れ
る
者
が
必
要
と
さ
れ
た
。
そ

し
か
し

h

そ
の
尊
ぶ
ぺ

こ
で
現
役
乙
お
い



れ
が
そ
の
直
系
の
ふ
J
)

稀
で
あ
る
宗
子
で
あ
る

P

そ
し
て
、
こ

を
敬
う
こ
と
と
、
織
を
尊
ぶ
こ
と
と
が
向
定
さ
れ
、
共
通
の
指
先
を

持
つ
慌
た
ち
が
、
知
徹
先
そ
尊
ぶ
よ
う
に
、
京
子
を
敬
う
と
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
宗
一
期
に
お
い
て
京
子
を
中
心
に
一
般
が
集
合
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
京
族
的
な
家
族
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
そ
こ
で
の
倫
理
が
社
会
に
ま
で
数
倍
さ
れ
て
ゆ
き
、
結
果
と

し
て
社
会
が
安
定
す
る
と
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
宗
繍
の
秩
序
が
統
治
の
根
本
で
あ
る
が
、
そ
の
秩

序
の
あ
り
方
が
「
大
伝
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。

た
だ

上
、
組
檎
を
治
す
は
、
柑
停
を
尊
ぶ
な
め
ー
。
下
、
子
孫
を
治
す
は
、

殺
を
親
し
む
な
り
。
海
ら
毘
弟
を
治
す
は
、
族
を
合
し
て
以
て

食
し
、
序
す
る
に
昭
謬
を
以
て
し
、
之
れ
を
別
つ
に
礼
義
を
以
…

て
し
、
人
道
端
く
。

…
族
に
は
、
上
の
祖
先
、
下
の
子
孫
、
横
の
毘
弟
、
す
な
わ
ち
傍

系
の
親
族
、
が
い
る

ρ

ま
ず
は
、
彼
ら
を
正
し
く
配
列
す
る
こ
と
が
重

要
と
さ
れ
た
。
誰
が
よ
り
尊
い
の
か
、
誌
に
よ
り
親
し
む
の
か
、
昭

穆
の
棋
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
こ
れ
ら
を
礼
に
よ
っ
て
、
正
し

く
区
別
し
、
蝦
序
づ
け
、
祭
詑
を
実
行
す
る
、
こ
れ
が
秩
序
の
基
盤

と
な
る
。
そ
れ
故
に
宗
廟
で
は
厳
格
な
秩
序
づ
け
が
求
め
ら
れ
た
ぬ

で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
経
書
解
釈
に
お
い
て
も
宗
廟
や
そ
こ
で
の
儀
礼
、

し
問
問
題
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
単
仁
経
書
解
釈
に
と
ど

ま
る
の
で
ば
な
く
、
現
実
の
祭
犯
に
応
用
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
漢
一

代
に
は
天
子
の
額
数
に
関
す
る
問
題
が
起
き
る
が
、
そ
れ
は
経
設
闘
を

解
釈
し
つ
つ
現
実
に
対
応
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
織
は
本
来
は
指

先
一
人
に
対
し
て
一
つ
の
離
と
さ
れ
て
い
た
が
、
後
漢
の
明
帯
に
よ

っ
て
間
常
関
内
容
一
の
太
鶴
に
指
先
祭
杷
の
場
、
が
集
約
さ
れ
、
よ
り
現
実

的
な
も
の
と
な
っ
た
。
以
来
、
好
余
曲
折
は
あ
る
が
基
本
的
に
は
こ

の
太
廟
制
を
踏
襲
し
、
に
即
し
つ
つ
様
々
な
議
論
が
重
ね
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
っ

し
か
し
、
『
礼
記
h

に
は
「
天
子
は
七
廟
、
諸
侯
は
五
路
、

大

夫

は

一

一

願

、

庶

人

は

寝

に

祭

る

」

と

さ

れ

、

廟

数

に

つ
い
て
は
、
者
分
に
よ
れ
ツ
瀬
次
減
殺
さ
れ
、
そ
も
そ
も
庶
人
に
は
顧

の
建
設
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
理
念
的
に
は
、
皇
帝
の
祭
記

が
庶
人
の
犠
礼
の
規
範
に
な
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ

ま
り
に
複
雑
で
庶
入
の
祭
犯
の
規
範
と
は
な
り
得
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
統
治
的
基
本
に
法
宗
廟
に
お
け
る
組
先
祭
詑
が
あ
り
、
経
書

解
釈
に
お
い
て
は
や
か
ま
し
く
議
論
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
を
実
行
で

き
る
者
は
支
配
階
級
に
綬
ち
れ
、
庶
人
に
つ
い
て
の
祖
先
祭
詑
の
場
、

あ
の
ノ
方
に
つ
い
て
誌
あ
ま
ち
議
論
さ
れ
ず
、
規
範
と
な
り
得
る
決
定

的
な
書
物
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
統
治
に
と
っ
て
は
バ
ラ
ン
ス
を

欠
い
た
状
況
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

(29) 



内
家
礼
』
の
目
的

以
上
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
が
、
宋
代
に
な
る
と
、
司
馬
光
が

『
審
儀
』
を
執
筆
す
る
な
ど
、
成
人
の
犠
礼
を
示
す
書
物
も
登
場
し

て
い
た
。
朱
事
一
は
そ
れ
ら
を
参
考
に
『
家
礼
』
を
執
筆
し
、
儒
教
の

祖
先
祭
犯
を
庶
人
に
ま
で
普
及
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
儒
教

の
経
典
に
は
庶
人
の
祭
詑
は
そ
れ
ほ
ど
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の

よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
『
家
孔
』
序
に
は
彼
の
執
筆
態
度
が
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

独
し
り
宙
今
の
籍
一
を
究
観
し
、
其
の
大
体
の
変
う
べ
か
ら
ざ
る
者

に
的
り
て
、
少
や
損
益
を
其
の
簡
に
加
え
て
、
以
て
一
家
の
蓄

を
為
す
。
大
抵
名
分
を
謹
む
・
敬
愛
を
崇
ぶ
を
以
て
之
れ
が
本

と
為
し
、
其
の
施
行
の
擦
に
受
り
て
、
別
ち
又
た
浮
文
を
略
し
、

{
6〉

本
実
に
務
む
。

祭
礼
は
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
、
ま
た
地
域
に
よ
っ
て
も
異
な
っ

て
い
る
。
朱
惑
は
多
く
の
審
物
を
研
究
し
、
そ
の
中
か
ら
一
定
不
変

な
犠
礼
を
見
出
し
た
。
そ
れ
は
敬
愛
や
名
分
を
本
質
と
す
る
犠
礼
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
儀
礼
を
経
の
ま
ま
掲
載
し
た
の
で
は

実
用
的
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
よ
け
い
な
飾
り
を
排
除
し
、

り
の
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
、
さ
ら
に
は
「
綿
設
」

も
亦
た
多
く
俗
礼
を
用
う
」
と
あ
る
よ
う
に
¥

の
制
度
一

民
間
の
礼
を
も
取
ワ

よ
り
実
行
可
能
な
儀
礼
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
っ
た
。

『
家
礼
』
に
は
経
書
に
典
拠
の
な
い
と
こ
ろ
や
、
経
書
を
改

め
た
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
よ
り
実
用
的
な
儀
礼

を
示
し
、
よ
り
多
く
の
人
々
に
そ
れ
を
実
施
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た

Q

ま
た
、
宗
需
の
祭
詑
と
需
様
、
問
中
本
礼
』
に
お
い
て
も
犠
礼
の
基

本
は
祖
先
祭
詑
に
震
か
れ
た
。
司
中
部
礼
』
霞
頭
の
「
一
利
堂
」
自
詮
に

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
合

此
の
輩
、
本
、
合
し
て
祭
礼
篇
に
在
り
。
今
、
報
本
反
始
の
心
、

合

~

i

?

U

m

}

尊
祖
敬
宗
の
意
を
以
て
、
実
に
家
名
分
の
守
を
有
つ
は
、
所
以

れ
開
業
~
俗
世
の
本
な
れ
ソ
。
故
に
特
に
此
れ
を
著
し
て
篇
端
に
冠

し

、

て

先

ず

其

の

大

な

る

者

を

立

つ

る

所

以

を

知

入
れ
、

た
め
、

そ
の

(30) 

ら
し
む

G

5
4礼
』
は

は
当
初
『
家
孔
』

さ
れ
る

q

そ
こ
か
ら

そ
れ
母
、

の
腰
で
犠
札
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
一
利
堂
」

料
率
で
あ
る
「
祭
礼
」
篇
の
中
に
あ
っ
た
と

立
門
去
を
分
離
し
、
冒
頭
に
霞
い
た
と
す
る

o

z悦
敬
宗
の
心
意
に
よ
っ
て
、
家
と
名
分
の

そ
れ
こ
そ
が
開
業
伝
世
の
根
本
で
あ
る
た
め
、

反
始
・
尊
抱
敬
宗
在
実
現
す
る
場
で
あ
る
科
堂

が
何
よ
り

J

も
議
撃
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
朱
議
は
人
間

の

ひ

と

つ

ザ

こ

と

を

措

定

し

て

い

た

つ
こ
と
、

の
で
あ
る
宅



こ
う
し
て
、
朱
姦
は
、
調
先
を
尊
敬
す
る
こ
と
を
原
点
と
し
、
よ

り
実
行
可
能
な
冠
婚
葬
祭
の
儀
礼
を
吋
家
礼
』
で
捷
一
市
し
た
の
そ
れ

は
、
序
に
「
凡
そ
礼
に
は
本
あ
り
、
文
あ
り
つ
其
の
家
に
施
す
母
よ

り
之
れ
を
一
一
一
一
問
え
ば
、
川
別
ち
名
分
の
守
・
愛
敬
の
実
は
そ
の
本
な
り
つ

冠
婚
袈
祭
の
儀
挙
度
数
は
其
の
文
な
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、

ま
ず
は
礼
の
か
た
ち
で
あ
る
冠
婚
葬
祭
の
儀
礼
を
広
く
辞
及
さ
せ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
札
の
本
質
で
あ
る
名
分
と
愛
敬
を
人
々
の
心
に
刻
み

つ
け
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ひ
い
て
は

4
7
}
 

本
と
し
て
秩
序
あ
る
社
会
の
実
現
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

一
二
、
精
堂
の
意
義

こ
の
よ
う
じ
朱
惑
は
名
分
と
愛
敬
を
人
々
に
植
え
付
け
よ
う
と
し

た
が
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
は
、
ま
ず
は
そ
れ
を
体
現
し
て
い
る
儒

教
的
説
先
祭
犯
を
実
施
さ
せ
る
こ
と
が
最
重
要
課
題
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
そ
の
実
施
に
対
し
て
最
も
震
袈
な
担
先
祭
組
め
場
で
あ
る
腐

は
庶
人
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
「
古
の
額
制
は
経
に

箆
え
ず
、
民
つ
今
の
土
庶
人
の
撲
な
る
、
亦
た
為
る
を
得
ざ
る
一
昨
の

者
有
り
。
故
に
特
だ
一
利
堂
を
以
て
之
れ
に
名
づ
く
」
と
「
一
利
堂
」
自

う

sv

注
で
説
き
、
祖
先
察
犯
の
場
を
縞
で
は
な
く
、
純
愛
と
す
る
c

し
か

し
、
朱
蕪
は
あ
く
ま
で
も
廟
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
。
を

「
君
子
将
に
宮
叢
を
嘗
ま
ん
と
す
る
に
、
宗
顧
を
先
と
為
し
、

と
い
う
司
礼
記
b

「
出
札
下
」

を
次
の
よ
う
に
書
き
出
す
。

ん
と
す
る
に
、
先
に
将
堂
を
正
寝
の

，
以
て
先
世
の
神
主
を
奉
ず
の
お
万
親

の
斑
を
以
て
耕
す
。

廟
と
さ
れ
た
部
分
を
料
堂
と
霞
き
換
え
る

D

て
る
際
に
は
、
ま
ず
は
、
正
殿
の
東
に
一
料
堂
を

建

て

そ

を

設

け

る

と

す

る

。

こ

の

間

つ

の

部

屋

に

、

指

先
の
神
主
が
祭
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
天
子
の
太
廟
の
ミ
ニ

チ
ュ
ア
版
と
し
て
こ
の
間
部
屋
の
祖
先
祭
犯
の
堂
、
が
、
家
屋
の
建
設

に
先
立
っ
て
築
か
れ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
祖
先
が
組
ら
れ
、

そ
こ
を
中
心
に
し
て
家
の
孔
が
行
わ
れ
、
家
族
の
秩
序
が
形
成
さ
れ

る
の
で
あ
る
の

を
次
と
為
し
弘

そ
し
て

(3] 

の
時
間
取
り
…
に
つ
い
て
は
、
島
注
に
よ
り
次
の
よ
う
に
説
明
さ

れ
る
。

っ
く

外
に
中
門
を
為
り
、
中
門
の
外
に
一
向

階

を

為

り

、

東

を

昨

階

と

白

い

、

西

を

西

階

と

回

、
っ
。
轄
下
は
地
の
ま
狭
に
隠
い
震
を
以
て
之
れ
を
覆
い
、
家
衆

を
容
れ
叙
べ
立
つ
べ
か
ら
し
む
。
又
た
遺
書
・
衣
物
'
祭
器
の

の
東
に
為
り
、
練
ら
す
に
屈
指
一
を
以
て
し
、

か
ん
泌
さ

常
に
は
濡
を
加
え
て
閤
ず
。

一
一
一
関
あ
ち
っ

出
加
に
外
向
を
為
守
、



比ち
較なこ
のみの
対によ
象廟う
とにに
しっき
ていわ

め

の

こ

の

の

ち

、

く
建
物
を
規
定
し
て
い
る
。
さ
ら

と
比
較
検
討
さ
れ
、

べ
る
と

で
あ
る
¢

一
刺
常
一
は
太
顧
の
小
型
版
で
あ
る
が
、
さ
ら

句
自
注
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
の

く
地
狭
け
れ
ば
、

で

氏
物
を
殺
し
、

宅
地
狭
け
れ
ば
、

る

日
本
の
場
合
、

一
料
堂
に
抑
制
え
す
る
の
が

し

宗主=
て礼主主
い畑道自

と本
そ人
の{ま
手ノ~:
の裂

ツ{と
山を

J写

て
い
る
。

(32) 

て
お
り
、
技
人
は

J

は
ら

た
と
え
ば
、
的
父
が
視
の

く
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ

こ
と
誌
で
き
な
い
会
し
か
し
、

い
っ
そ
こ
で
、

は
で
き
な
い
。

ジ)

子

に
ほ
門
印
刷
し



て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
理
急
的
に
は
家
と
し
て
独
立
す

る

の

そ

の

家

の

象

徴

が

そ

っ

で
あ
り
、
そ
れ
は
、

は
独
史
し

シ
ン
ボ
ル
と
し
て
ど
ん

の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

そ
の
シ
ン
ボ
ル
と
し

作
ら

なれ
いる

'-

と し
がか
記し
ゥせ

そ
の

れ
る
。

伊水
h

リ
け
H
U
μ
u
q
}
μ
γ

つ
f
L
r
仔

ニ

バ翠

U
A溺
!
L
l
千

V
V
3
7

ら
れ
る
と
代
々

れ
は
、

で
は
な
ら
な
い
。
そ

た
。
し
か
し
、

代
を
経
る
に
つ
れ
て
族
員
は
増
加
し
、

持
、
が
関
難
と
な
る
。
そ
こ

ト
ホな閥

均
な
も
の
と

分

(33) 

~l 

で
は
ト
一
一
一
認
の
よ
う
に
認
す
の
み
で

い
な
い
与
}
れ
も
経
解
釈
に

し、

は

の
掲
をとで

こ
の

り
、
支
子
則
的
に
祭
る
を
得
ざ
る
は
、
宗
廟
を
厳

り
e

故
に
日
く
庶
子
は
抱
と
祷
と
を

に
す
る
な
り
」
と
い
う
張
横
渠
の

て
族
一
属
を
合
す
る
」
た
め
、
侍
ょ

の
設
震
が
『
家
礼
』
で
は

た
の
で
あ

F

るつ



四
、
続
堂
に
お
け
る
祖
先
と
家
族
の
配
置

さ
て
、
組
先
を
シ
ン
ボ
ル
と
し
、
宗
子
を
中
心
に
し
て
子
孫
が
集

ま
り
、
祭
詑
を
実
行
す
る
こ
と
で
家
族
が
形
成
さ
れ
る

2

こ
れ
は
宗

(
日
}

法
と
い
わ
れ
る
朗
代
の
制
度
を
参
考
に
し
て
作
ら
れ
た
匂
庶
子
は
父

を
祭
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
自
分
が
父
と
な
っ
た
場
合
ほ
、
死
後
、

嫡
子
に
よ
っ
て
祭
ら
れ
、
兄
弟
が
従
う
こ
と
で
新
た
な
家
が
形
成
さ

れ
る
の
嫡
子
(
継
嬬
小
宗
)
が
父
(
矯
〉
を
祭
り
、
嫡
孫
(
継
指
小

ウ
ホ
)
が
祖
・
嬬
を
祭
り
、
嫡
曾
孫
(
継
曾
祖
小
宗
)
が
曾
複
・
抱
・

搬
を
祭
り
、
嫡
玄
孫
(
紘
一
向
祖
小
宗
)
が
高
祖
・
曾
祖
・
控
・
櫛
慨
を

祭
る
の
そ
れ
ぞ
れ
の
子
孫
が
集
合
す
る
こ
と
で
徐
々
に
族
人
が
増
え

て
ゆ
く
。
ま
た
、
成
子
の
子
孫
に
よ
っ
て
次
々
と
新
た
な
小
宗
が
生

じ
る
こ
と
に
な
る
。
小
宗
の
場
合
は
、
自
分
を
含
め
て
五
世
代
以
内

で
、
そ
れ
以
降
は
続
窮
族
関
係
は
な
く
な
る
と
』
る
。
こ
れ
ら
の

家
族
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
砲
の
配
置
は
「
純
堂
」

り
ポ
さ
れ
る
。

及
び
線
高
視
の
小
宗
は
、
出
ち
高
視
、

視
、
之
れ
に
次
し
、
領
、
之
れ
に
次
し
、
父
、

継
曾
福
の
小
宗
な
れ
ば
、
別
ち
敢
え

其
の
開
高
一
を
壌
に
す
の
継
綿
一

曾
摘
を
祭
ら
ず
し
て
其
の
諒
議
バ

の
通

之
れ

し

y
N
ム
ヲ
今

財
ち
数
え
て

の
小
京
な

期
ち
敢
え
て
切
討
を
祭
ら
ず
し
て
其
の
密
議
三
を
患
に
す
。

若
し
大
宗
の
世
数
、
未
だ
満
た

m

さ
れ
ば
、
則
的
ち
亦
た
其
の
茜
議

を
還
に
す
る
こ
と
、
小
宗
の
判
例
の
如
し
。

大
宗
と
縫
一
口
問
認
の
小
宗
は
、
西
か
ら
、
高
知
悩
・
曾
抱
・
担
・
纏

(
父
)
の
神
主
を
詑
毒
す
る
会
議
曾
視
の
小
宗
は
蕗
を
」
援
に
し
て
以
下
、

曾

詔

・

宗

法

語

二

つ

を

援

に

し

て

祖

・

檎

を

、

し
て
悩
慨
を
、
そ
れ
ぞ
れ
配
置
す
る
。

つ
密
に
繰
ち
上
げ
る
。
こ
の
よ
う
に

て
お
く
の
で
あ
る
。

才1

代
が
変

;まわ

シ
)

f

}

?

っ

あ
る
始
祖
を
祭
り
百
世
不
選

は
、
上
記
の
よ
う
で
あ
る
が
、

は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
蛤
祖
に
つ
い

怠
に
始
抱
を
祭
る
」
と
さ
れ
、

の
み
祭
る
と
す
る
っ

て
い
な
い
。

(34) 

と
さ
れ
る
今



を

常

の

中

間

、

北

壁

の

と

あ

る

。

つ

ま

り

、

始

抱

は

耐

堂
に
お
い
て
常
時
祭
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
冬
一
主
に
の
み
、
そ
の
神

位
が
一
利
堂
に
特
設
さ
れ
て
祭
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
大
京
は
高
知
加
以
上

で
あ
っ
て
も
始
初
を
祭
り
、
そ
の
子
孫
が
冬
一
全
の
刺
堂
で
の
祭
犯
と
、

(日〉

三
月
上
旬
の
纂
祭
に
集
合
す
る
こ
と
で
、
大
京
を
中
心
と
し
た
間
接

意
識
は
保
た
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
制
設
に
お
け
る
子
孫
の
配
列
は
、
、
自
ら
の
立
場
・
地
校
を

知
ら
し
め
る
た
め
非
常
に
一
聴
い
裂
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
経
書

に
は
極
め
て
詳
細
に
記
さ
れ
、
様
々
な
場
面
で
の
立
ち
位
置
が
示
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
円
家
礼
』
で
は
細
か
な
経
の
問
題
を
排
除
し
て
、

基
本
的
な
形
式
を
提
示
す
る
の
み
で
あ
る
。
問
中
本
礼
』
の
本
文
で
は
、

-
朔
羽
一
一
に
は
、
制
約
ち
参
、
ず
。

と
正
を
と
朔
裂
に
は
族
人
が
参
ず
る
こ
と
の
み
が
記
さ
れ
る
。
ま
た
、

「
苛
潟
氏
活
家
雑
儀
」
に
は
、

一
札
口
が
家
に
開
館
し
た
る
宗
族
、
衆
多
な
れ
ば
、
冬
正
・
'
朔
望
に

賞
上
に
繋
む
。
丈
夫
は
十
年
に
処
り
、
間
を
し
ム
に
す
。
婦
人
は
右

に
処
り
、
東
を
上
に
す
。
皆
な
北
向
し
、
共
に
一
列
を
為
し
、

各
々
長
幼
を
以
て
序
と
為
す
。

と
、
や
や
具
体
的
に
家
人
の
配
列
、
が
提
示
さ
れ
る
。
男
性
は
、
左
、

(
時
)

つ
ま
り
東
側
に
西
か
ら
長
幼
の
頼
で
北
を
向
い
て
並
び
、
女
性
は
、
右
、

西
側
聞
に
東
か
ら
夫
の
長
幼

的
な
形
で
あ
る
。
し
か
し
、
)
れ
で

世
代
の
ぼ
別
が
で
き
な
い
ち
さ
す
が
に
、
こ
れ

拐
す
ぎ
る
。
そ
こ
で
「
械
設
」
白
、
花
で
は
、
や
や
詳
締
に
族
人
の
配

列
が
記
さ
れ
る
。

主
人
以
下
、
擦
服
し
て
門
に
入
り
放
に
就
く
。
主
人
は
昨
踏
の

下
に
北
面
す
弓
主
婦
は
西
階
の
下
に
北
面
す
。
主
人
に
母
有
れ

ば
、
関
ち
特
に
主
婦
の
訴
に
位
す
。
主
人
に
諾
父
諸
…
兄
有
れ
ば
、

倒
的
ち
特
に
主
人
の
右
少
し
前
に
位
し
、
一
百
一
一
行
は
西
を
上
に
す
。

務
母
・
姑
・
娘
・
椀
有
れ
ば
、
別
問
ち
特
に
主
婦
の
左
少
じ
前
に

位
し
、
一
一
間
一
一
行
は
東
を
上
に
す
。
諾
弟
は
主
人
の
右
、
少
し
退
ろ

に
在
り
の
子
孫
'
外
執
事
者
は
、
主
人
の
後
に
在
り
て
、
霊
行

法
惑
を
上
に
す
。
主
人
の
弟
の
妻
、
及
、
び
諸
妹
は
、
ま
婦
の
左
少

し
退
ろ
に
窓
号
。
子
孫
の
婦
女
，
内
執
事
者
は
、
主
婦
の
後
に

在
り
て
、
雷
一
一
行
は
東
を
よ
に
す
。
立
定
ま
る
。

ま
ず
祭
認
に
お
い
て
重
要
な
人
物
は
、
、
王
人
で
あ
る
宗
子
と
、
そ

の
高
官
の
主
婦
で
あ
る
会
「
遊
子
・
庶
子
は
誕
み
て
宗
子
宗
婦
に
事
う

(
『
議
記
』
「
内
剥
」
)
」
と
、
祭
認
の
主
催
者
で
あ
る
主
人
(
宗
子
)

に
族
人
が
従
い
、
そ
し
て
主
婦
に
女
性
が
従
う
こ
と
に
よ
り
、
秩
序

の
基
本
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
)
「
宗
子
、
七
十
と
難
も
、
主
婦

無
き
こ
と
燕
し
(
「
曽
子
関
」
ご
と
い
う
よ
う
に
宗
子
に
は



主
婦
が
必
要
不
可
欠
と
さ
れ
た
。

そ
し
て
主
人
が
祖
先
を
前
に
し
て
き
昨
階
つ
ま
り
東
の
階
段
の
下

に
北
向
き
に
立
ち
、
主
婦
が
西
踏
の
下
に
北
向
き
に
立
つ
。
そ
し
て
、

男
性
は
主
人
を
婆
と
し
て
、
父
祖
の
世
代
は
前
列
に
、
子
孫
の
世
代

は
後
列
に
西
を
上
位
に
し
て
並
ぶ
。
同
様
に
女
性
は
、
王
婦
を
要
と
し

て
、
前
列
に
は
諸
母
・
姑
・
娘
・
妨
ら
が
東
を
上
位
に
し
て
並
ぶ
。

後
列
に
は
、
主
婦
よ
り
自
下
の
女
性
た
ち
が
並
ぶ
。
こ
れ
に
よ
り
長

幼
と
尊

J

却
の
序
が
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
い
ざ
、
こ
れ
を
J

実
行
に
移

そ
う
と
す
る
と
、
さ
ら
に
詳
細
な
説
明
が
必
要
と
な
る
。
経
に
は
細

別
は
数
多
く
記
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
家
礼
』
で
は
、

中
心
に
京
子
と
宗
婦
が
い
て
、
京
子
の
前
列
が
導
、
後
列
が
卑
、
中

心
か
ら
外
に
む
か
つ
て
、
長
幼
が
益
ぶ
こ
と
し
か
ポ
さ
れ
て
い
な
い
a

経
書
解
釈
に
必
須
の
昭
穆
と
い
う
一
言
葉
す
ら
『
家
礼
』
に
は
使
わ
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
ま
り
細
か
く
配
列
を
規
定
し
て

し
ま
う
と
、
そ
れ
に
縛
ら
れ
か
え
っ
て
実
用
的
で
は
な
く
な
る
。
実

用
に
資
す
る
に
は
基
本
形
の
み
を
示
し
、
細
か
な
点
は
俗
習
や
地
の

広
狭
な
ど
、
祭
秘
を
実
行
す
る
側
の
実
情
に
合
わ
せ
る
、
そ
の
よ
う

に
し
た
ほ
う
が
、
よ
り
現
実
的
だ
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
利
堂
に
対
し
て
族
人
が
す
べ
き
と
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し

て
お
こ
う
。
そ
れ
は
「
絹
蛍
」
事
の
後
半
に
記
さ
れ
て
い
る

3

祭
出
を
謡
く
。
主
人
、
段
に
大
門
の
内
に
謁
す
っ
出
入
に
は
必

ず
告
ぐ
。
正
至
・
顕
一
望
に
は
財
ち
参
、
ず
守
強
の
節
に
は
別
ち
献

ず
る
に
持
食
を
以
て
す
。
事
有
れ
試
射
ち
告
ぐ
。
或
い
は
水
火

盗
賊
有
れ
ば
、
期
ち
先
に
稿
堂
を
救
い
、
神
主
・
遺
書
を
遷
し
、

次
い
で
祭
器
に
及
び
、
熱
る
後
に
家
耕
一
に
及
ぶ
今
世
を
誘
う
れ

ほ
、
部
ち
題
主
を
改
め
て
之
れ
を
遜
遷
す
。

こ
れ
ら
に
対
し
て
自
誌
で
少
し
詳
細
な
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る

が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
経
警
に
較
べ
る
と
た
だ
し
書
き
程
度
の
も
の

で
あ
号
、
そ
の
実
行
法
た
や
す
い
。
実
は
「
純
一
堂
」
本
文
拭
先
に
引

用
し
た
箆
所
を
含
め
て
、
こ
れ
で
す
べ
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
ノ
、

の
意
図
す
る
も
の
が
、
こ
れ
ら
の
行
為
の
中
に
凝
縮
し
て
い
占

え

る

。

の

よ

う

な

意

義

が

あ

り

、

ま

た

、

(36) 

こ
れ

よ
う
に
変
容
し

た
え
て
い
た
の
か
、

ど
の

の
よ

て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

お
わ
り
に

『

q
F
r

、、斗

〆
考
引
』

さ
せ
る
た
め
に
記
さ
れ

と
な
る
も
の
は
排
除
し
、

mv
号

、

ノ

勺
、
や
主



に
資
す
る
も
の
は
利
用
さ
れ
た
。
そ
う
し
て
ぶ
さ
れ
た
か
た
ち
と
行

動
の
謀
本
は
、
国
先
を
前
に
、
宗
子
を
中
心
と
し
て
、
子
孫
が
秩
序

だ
っ
て
、
政
び
、
祖
先
と
宗
子
を
尊
敬
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
に
は
族
人
が
集
ま
り
初
先
祭
認
を
す
る
担
問
、
料
蛍
が
必
要
と
さ

れ
た
。
一
判
官
一
は
、
泊
先
を
尊
崇
す
る
と
い
う
人
々
の
宗
教
心
を
利
用

し
て
、
家
族
と
そ
の
秩
序
を
形
成
し
、
社
会
秩
序
の
基
盤
を
築
こ
う

と
す
る
朱
擦
に
と
っ
て
必
須
ア
イ
テ
ム
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
基
本
的
な
か
た
ち
を
提
示
す
る
も
の
の
、
さ
ら
な
る
簡
易
な

も
の
も
容
認
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、

に
お
い
て
嫡
が
祭
犯
を
掌
り
、
庶
、
が
従
う
こ
と
を

基
本
と
し
て
、
'
殺
禰
の
小
宗
、
継
指
の
小
宗
、
継
曾
抱
の
小
京
、
縦

一
品
拐
の
小
宗
を
中
心
と
し
た
強
閉
山
な
集
団
が
形
成
さ
れ
、
さ
ら
に
は

始
祖
を
祭
る
大
宗
を
中
心
と
し
た
さ
ら
な
る
大
築
関
の
ゆ
る
や
か
な

同
族
意
識
が
形
成
さ
れ
る
。

ま
た
、
将
堂
で
の
族
人
の
配
列
は
本
来
は
厳
格
に
決
め
ら
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
本
文
で
は
、
長
幼
の
到
し
か
一
が
さ
れ
て

お
ら
ず
、
注
で
あ
っ
て
も
そ
れ
に
尊
卑
の
別
が
加
わ
る
の
み
で
、
極

く
基
本
的
な
こ
と
し
か
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
号
、
ま
ず
誌
長

幼
、
で
き
れ
ば
尊
卑
が
分
か
る
よ
う
に
並
び
、
そ
の
他
は
家
の
実
情

に
あ
わ
せ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
泡
先
を
前
に
し
て
秩
序
だ
っ
て
，
蕊

び
、
指
先
と
宗
子
に
対
し
て
敬
意
を
は
ら
う
。
間
よ
れ
ソ
も
そ
れ
を
実

せ
る
こ
と
が
準
要
な
の
で
あ
る
令

九日

の

そ
し
て

名
分
・
愛
敬
と

(ま
せ

変
化
に
堪
え
得
る

々
の
心
の
中
に
、
統
治
理
念
を
こ
つ

し
た
の
で
あ
る
つ

了注

研
究
の
現
状
に
つ
い
て
は
、
「
儒
教
儀
礼
研
究

問
題

i
!
判
中
本
礼
』
を
中
心
に
i
l
A

付
・

5
4礼
h

関

係
研
究
文
献
リ
ス
ト
(
中
密
、
朝
鮮
・
韓
関
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
、
自

二
階
堂
義
弘
一
編
時
東
ア
ジ
ア
の
議
礼
と
宗
教
』
、

二
ハ
〉
ハ
リ
八
六
参
照
。

何
者
に
つ
い
て
泣
古
来
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、
近
年
、

議
m
g祭
礼
h

の
版
本
と
思
想
に
関
す
る
実
証
的
研

年
箆
;
は
年
度
科
学
問
問
究
費
捕
助
金
'
基
盤
研
究

報
告
書
、
一
一

C
O一
一
一
)
に
よ
っ
て
、
『
家
礼
』

…
こ
と
が
確
実
視
さ
れ
た
っ
本
稿
で
は
朱
薬
の

を
扱
う
令

(37) 

著
作
と
し
て

(
3
〉

号

本

に

お

い

・

高

松

藩

な

ど

で

法

濡

礼

に

よ

れ
て
い
た
含
ま
た
、
近
年
で
は
、
大
久
保
紀
子
「
稲
盛
明
黙
斎

h

に
よ

ω
試
み
」
(
司
お
茶
の
水
女
子
大
学
人
文
科

五

六

、

一

一

…

)

、

出

世

良

げ

る

明

文

公

家



礼
』
に
関
す
る
実
践
的
一
一
一
一
口
説
!
i
崎
門
派
の
場
合
」
(
明
日
本
思
想
史

学
h
一
一
一
七
、
一
一

O
O五
)
な
ど
に
よ
り
、
自
本
に
お
け
る
明
家
礼
h

の
影
響
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
限
定
的
で
あ
り
、
ほ
と

ん
ど
の
人
々
は
寺
に
よ
っ
て
葬
儀
・
追
善
供
一
一
変
が
行
わ
れ
て
い
た
。

(
4
〕
近
世
に
お
け
る
出
本
社
会
の
秩
序
の
形
成
と
仏
教
の
葬
祭
儀
礼
と

の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
近
世
臼
本
に
お
け
る
葬
祭
儀
礼
に

問
附
す
る
一
考
察
」
(
堀
池
信
夫
『
宋
学
沼
運
z
i
i
中
国
イ
ス
ラ
ム

常
学
の
形
成
i
i
b
、
平
成
初
年
度
1
平
成
幻
年
度
科
学
研
究
費
捕

助
金
(
基
盤
研
究
)
(
日
)
研
究
成
果
報
告
書
、
二

O
一
O
)
で
、
そ

の
概
織
を
検
討
し
た
。
参
照
。

(
5
)
漢
代
か
ら
腐
代
に
か
け
て
の
宗
廟
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
金
子
修

…

f
内
代
中
間
と
泉
市
祭
認
b
(
汲
古
議
院
、
一
一

O
つ
一
)
参
照
。

(
6
)
明
家
礼
』
の
底
本
に
は
、
『
朱
子
全
書
』
(
上
海
古
籍
出
版
社
・
安
徽

教
育
出
版
社
本
、
二

O
O二
)
所
収
本
を
用
い
た

Q

(
7
〉
明
家
礼
h
は
、
し
ば
し
ば
単
な
る
儀
式
の
手
本
と
し
て
毘
ら
れ
る
こ

と
が
あ
る
ο

た
と
え
ば
李
承
掛
「
朝
鮮
に
お
け
る
喝
朱
子
家
礼
匂
の

受
容
お
よ
び
腹
開
過
程
i
l
金
長
生
の
『
家
礼
控

D
を
中
心
に

!
i
」
(
刊
朝
鮮
学
報
加
円
五
三
、
一
九
九
関
)
で
は
、
二
朱
子
家
礼
b

は
、
間
知
の
よ
う
に
礼
の
本
質
を
究
明
し
た
斑
論
者
で
は
な
く
、
儀

式
の
版
序
や
行
い
方
を
明
記
し
た
、
一
様
の
シ
ナ
リ
オ
で
あ
る
」
と

述
べ
ら
れ
て
い
る

n

明
。
本
孔
b
は
椛
か
に
「
シ
ナ
リ
オ
」
で
あ
る
が
、

そ
の
シ
ナ
リ
オ
を
演
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
名
分
や
愛
敬
と
い
う
摺

念
を
槌
え
付
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
窃

(
8
)
料
品
川
小
に
つ
い
て
は
、
…
れ
問
委
設
一
一
「
近
世
宗
族
研
究
に
お
け
る
問
題

!
j
z
一
刺
堂
・
始
祖
祭
詑
・
大
家
按
主
義
」
(
明
宋
代
思
想
の
探
究

!
;
嬉
教
・
道
教
・
仏
教
を
め
ぐ
る
考
察
!
j
i
h
、
関
西
大
学
出

張
部
、
二

C
C九
)
、
参
顔
。

(
ヲ
)
骨
髄
と
技
部
患
の
こ
と
で
あ
る
が
、
構
教
経
典
に
試
み
ら
れ
な
い
a

護
は
朱
薬
以
前
よ
ち
仏
教
や
道
教
の
経
典
に
穏
わ
れ
て
い
る
の
で
、

そ
こ
か
ら

(
日
)
李
御
寧

(口) ，者

志
向
の
司
本
人
』
(
学
生
社
、
九
八
四
v

m
私
設
」
に
お
け
る
「
家
孔
」
受
容
i
i
i穂
月

お
け
る
仏
教
批
料
の
…
方
向
」
(
司
近
世
の
究
生
欝
穣
間
前

期
懐
教
と
仏
教
』
、
ぺ
山
、
一
一

C
O六
)
、
参
照
。

(

ロ

)

の

『

礼

記

』

「

内

刻

」

「

適

子

庶

子

、

呂
大
擦
の
一
言
葉
と
し
て
、
こ
れ
を
引

巻

第

に

こ



な
宗
族
的
家
肢
の
形
成
と
経
書
の
宗
法
解
釈
の
関
連
に
つ
い
て
は
、

な
お
検
討
す
べ
き
同
課
題
で
あ
る

Q

へ
M
)
(
8
)
に
掲
げ
た
吾
妻
氏
論
文
で
は
、
殺
が
尽
き
た
始
祖
以
下
の
神

主
に
つ
い
て
は
事
に
担
め
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に

始
祖
の
神
主
は
纂
に
地
め
ず
に
蔵
す
る
と
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
殺
が

尽
き
た
神
主
に
つ
い
て
は
、
「
一
利
蛍
」
自
注
に
「
其
の
第
二
段
以
下
の

祖
の
税
尽
き
た
る
、
及
び
小
宗
の
家
の
高
祖
の
毅
一
尽
き
た
る
に
は
、

剣
ち
其
の
主
を
選
し
之
れ
を
県
む
へ
ま
た
「
大
祥
」
自
技
に
「
其
れ

支
子
な
る
や
、
:
:
:
若
し
親
皆
な
尽
き
れ
ば
、
:
:
:
雨
踏
の
問
に
域

む
」
と
あ
り
、
践
す
と
地
め
る
と
分
け
て
記
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
同
出
家
礼
h

巻
五
「
纂
祭
」
に
「
一
一
一
月
上
旬
、
自
を
捧
ぶ
」
と
あ
る
。

(
M
W
)
2
森
一
札
』
「
絹
堂
」
向
内
注
に
「
凡
そ
震
の
制
、
何
れ
に
向
背
す
る
か

を
間
わ
ず
。
伺
い
し
、
前
を
以
て
南
と
為
し
、
後
を
北
と
為
し
、
左
を

東
と
為
し
、
お
を
間
と
為
す
。
後
、
皆
な
此
れ
に
放
う
」
と
あ
る
。

(
げ
)
「
司
馬
氏
般
家
雑
儀
」
自
注
に
「
姉
は
炎
、
の
一
長
幼
を
以
て
序
と
為
し
、

身
の
一
国
民
幼
を
以
て
序
と
為
さ
ず
」
と
あ
る
。

(39) 

(
常
磐
大
学
)


