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親
族
の
喪
が
重
複
し
た
場
合
に
つ
い
て
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、
服
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、
間
伝
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は
じ
め
に

　

礼
の
規
定
で
は
、
父
母
の
喪
は
再
期
、
伯
叔
父
母
や
兄
弟
の
喪
は
期
、
従
父

兄
弟
の
喪
で
も
大
功
の
九
月
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
一
つ
の
喪
に
服
し
て
い
る

間
に
他
の
喪
に
遭
遇
す
る
可
能
性
は
け
っ
し
て
低
く
は
な
い
。
だ
が
、
今
本
の

『
礼
記
』
諸
篇
の
内
、
比
較
的
早
い
段
階
に
成
立
と
考
え
ら
れ
る
曲
礼
・
檀
弓

の
篇
に
は
1 

、
喪
が
重
複
し
た
場
合
に
つ
い
て
の
記
述
は
ほ
と
ん
ど
見
え
て
い

な
い
。
曲
礼
の
上
下
篇
に
は
そ
も
そ
も
喪
の
重
複
に
関
す
る
規
定
は
見
え
て
い

な
い
し
、
檀
弓
の
上
下
篇
で
も
、
親
族
の
喪
の
重
複
に
つ
い
て
明
確
に
言
及
し

て
い
る
の
は
次
の
二
条
だ
け
で
あ
る
。

有
殯
、
聞
遠
兄
弟
之
喪
、
雖
緦
必
往
。
非
兄
弟
、
雖
鄰
不
往
2 

。（
檀
弓

上8-21a 

3 

）

殯
の
期
間
に
、
遠
方
の
親
族
の
喪
の
知
ら
せ
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
れ
が
緦
麻
の

喪
で
あ
っ
て
も
必
ず
駆
け
付
け
る
。
親
族
で
な
け
れ
ば
、
隣
人
で
あ
っ
た
と
し
て

も
弔
問
に
行
か
な
い
。

有
殯
、
聞
遠
兄
弟
之
喪
、
哭
于
側
室
。
無
側
室
、
哭
于
門
内
之
右
。
同

國
、
則
往
哭
之
4 

。（
檀
弓
下9-6b

）

殯
の
期
間
に
、
遠
方
の
親
族
の
喪
の
知
ら
せ
を
受
け
た
場
合
は
、（
殯
者
に
対
す
る

哭
と
区
別
す
る
た
め
に
）
側
室
で
哭
す
る
。
側
室
が
無
い
場
合
は
、
門
内
の
右
に

哭
す
る
。
同
国
の
場
合
は
、
駆
け
付
け
て
死
者
に
哭
す
る
。

親
族
と
い
う
枠
を
外
せ
ば
、
同
門
の
子
張
の
死
に
際
し
て
、
曾
子
が
礼
を
犯
し

て
斉
衰
の
ま
ま
弔
問
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
し
た
次
の
檀
弓
下
篇9-7b

の
記

載
を
さ
ら
に
指
摘
で
き
る
も
の
の
、
こ
の
種
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
こ
の
一
例
に
尽

き
る
5 

。子
張
死
。
曾
子
有
母
之
喪
、
齊
衰
而
往
哭
之
。
或
曰
、
齊
衰
不
以
弔
。
曾

子
曰
、
我
弔
也
與
哉
。

子
張
が
亡
く
な
っ
た
。
曾
子
は
母
の
喪
に
服
し
て
お
り
、
そ
の
斉
衰
服
の
ま
ま
赴

い
て
子
張
に
哭
し
た
。
あ
る
人
が
言
っ
た
、
斉
衰
服
を
着
て
弔
う
も
の
で
は
な
い
、



二

親族の喪が重複した場合について（末永） 2

と
。
曾
子
は
言
っ
た
、
わ
た
し
は
弔
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
。

以
上
の
記
載
か
ら
、
殯
時
で
あ
っ
て
も
親
族
の
喪
に
は
必
ず
奔
る
こ
と
、
親
族

で
な
け
れ
ば
殯
時
に
は
近
隣
の
喪
で
あ
っ
て
も
弔
問
し
な
い
こ
と
、
国
内
の
親

族
と
異
な
り
、
異
国
の
親
族
で
喪
に
奔
る
こ
と
が
か
な
わ
な
い
場
合
に
は
、
側

室
に
哭
し
、
側
室
が
無
け
れ
ば
門
内
の
右
に
哭
す
る
こ
と
、
斉
衰
を
服
し
て
弔

問
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
礼
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ

る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
檀
弓
篇
が
成
立
し
た
段
階
で
の
喪
の
重
複
に
対
す
る
規
定

が
こ
れ
に
尽
き
て
い
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
は
言
え
、
檀
弓
篇
に
お

け
る
喪
が
重
複
し
た
場
合
へ
の
言
及
の
少
な
さ
は
、
こ
の
篇
が
成
立
し
た
段
階

で
は
ま
だ
喪
の
重
複
に
関
す
る
礼
の
規
定
が
十
分
に
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
を
感
じ
さ
せ
よ
う
。

　

上
の
規
定
だ
け
で
は
、
同
居
の
者
の
喪
中
に
他
の
喪
に
奔
る
に
際
し
て
ど
ち

ら
に
対
す
る
喪
服
を
身
に
着
け
て
行
く
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
し
、
曾
子
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
に
見
え
る
「
斉
衰
以
て
弔
せ
ず
」
の
規
定
に
し
て
も
、
こ
れ
が
斬
衰

で
の
弔
問
も
ま
た
不
可
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
よ
い
と
し
て
、
大
功
以
下

に
つ
い
て
は
そ
の
弔
問
の
可
否
を
明
確
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
が
次
に

引
く
雑
記
下
篇42-12b

に
至
る
と
、

三
年
之
喪
、
雖
功
衰
不
弔
、
自
諸
侯
達
諸
士
。
如
有
服
、
而
將
往
哭
之
、

則
服
其
服
而
往
。
期
之
喪
、
十
一
月
而
練
、
十
三
月
而
祥
、
十
五
月
而

禫
6 

、
練
則
弔
。
既
葬
、
大
功
弔
。

三
年
の
喪
に
服
し
て
い
る
間
は
、（
一
年
を
過
ぎ
て
）
功
衰
を
身
に
着
け
る
段
に

な
っ
て
も
他
人
の
弔
問
に
い
か
な
い
と
い
う
の
は
、
諸
侯
か
ら
士
に
至
る
ま
で
同

様
で
あ
る
。
も
し
親
族
の
新
た
な
喪
が
あ
っ
て
、
赴
い
て
死
者
に
哭
す
る
に
際
し

て
は
、
そ
の
新
喪
の
服
を
着
て
赴
く
の
だ
。
期
の
喪
は
、
十
一
月
に
練
祭
、
十
三

月
に
祥
祭
、
十
五
月
に
禫
祭
と
な
る
が
、
練
祭
を
終
え
れ
ば
他
人
の
弔
問
に
行
く
。

葬
儀
が
終
わ
れ
ば
、
大
功
の
場
合
は
他
人
の
弔
問
に
行
く
。

と
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
三
年
の
喪
で
は
、
練
後
の
「
功
衰
」（
＝
大
功

の
衰
7 

）
を
身
に
着
け
る
段
に
な
っ
て
も
な
お
弔
問
を
不
可
と
し
、（
父
在
で

母
の
為
に
す
る
8 

）
期
の
喪
で
は
練
後
に
、
大
功
で
は
葬
後
に
弔
問
が
可
能
に

な
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
喪
中
に
別
の
親
族
の
喪
に
奔
る
場
合
に
は
、
新
喪

の
服
を
身
に
着
け
て
行
く
こ
と
が
こ
こ
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
規
定
が
檀
弓
篇
成
立
の
段
階
で
す
で
に
存
在
し
て
い
た
可
能
性

は
な
お
考
え
得
る
も
の
の
、
練
後
の
服
を
「
功
衰
」
の
語
に
よ
っ
て
表
現
す
る

の
は
雑
記
篇
と
服
問
篇
に
限
ら
れ
て
お
り
、
練
後
の
受
服
が
「
大
功
の
衰
」
で

あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
の
も
こ
の
「
功
衰
」
の
語
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
考
慮
す

る
な
ら
ば
、
変
除
礼
が
整
備
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
こ
の
よ
う
な
規
定
も
ま
た

次
第
に
明
確
に
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
う
。

　

ち
な
み
に
、
三
年
の
喪
に
お
い
て
練
後
も
弔
問
し
な
い
こ
と
は
、
曾
子
問
篇

19-3b

に
も
、

曾
子
問
曰
、
三
年
之
喪
弔
乎
。
孔
子
曰
、
三
年
之
喪
、
練
、
不
羣
立
、
不

旅
行
。
君
子
禮
以
飾
情
、
三
年
之
喪
而
弔
哭
、
不
亦
虚
乎
。

曾
子
が
質
問
し
て
言
う
、
三
年
の
喪
に
服
し
て
い
る
際
に
は
他
人
の
弔
問
に
行
く

も
の
な
の
か
、
と
。
孔
子
は
答
え
て
言
う
、
三
年
の
喪
で
は
、
練
祭
を
終
え
て
も
、
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人
と
群
が
り
立
つ
こ
と
は
し
な
い
し
、
人
と
連
れ
立
っ
て
行
く
こ
と
も
し
な
い
。

君
子
は
礼
に
よ
っ
て
心
情
を
飾
る
の
で
あ
る
か
ら
、
三
年
の
喪
に
服
し
な
が
ら
弔

問
し
て
死
者
に
哭
す
る
の
で
あ
れ
ば
、（
死
ん
だ
親
に
対
し
て
も
、
弔
問
し
た
死
者

に
対
し
て
も
）
虚
礼
を
行
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
、
と
。

と
見
え
て
い
て
、
そ
れ
が
虚
礼
と
な
る
が
故
に
、
と
そ
の
理
由
が
孔
子
の
口
を

借
り
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
喪
服
が
哀
情
に
適
う
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

同
じ
く
「
功
衰
」
を
身
に
付
け
な
が
ら
、
三
年
の
喪
で
は
弔
問
が
許
さ
れ
ず
、

期
の
喪
で
は
そ
れ
が
許
さ
れ
る
理
由
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
お
そ

ら
く
、
三
年
の
喪
で
は
喪
が
あ
け
る
ま
で
弔
問
に
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る

観
念
が
先
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
後
に
、
弔
問
が
可
能
と
な
る
時
期
が
等
差

づ
け
ら
れ
る
な
か
で
、
斉
衰
は
練
後
に
弔
問
が
可
能
と
さ
れ
、
他
方
、
練
後
の

受
服
を
斬
衰
・
斉
衰
と
も
に
「
功
衰
」
と
す
る
方
向
で
変
除
礼
が
整
備
さ
れ
て

い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
三
年
の
喪
で
も
練
後
の
「
功
衰
」
の
段

階
で
あ
れ
ば
弔
問
に
行
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生

ず
る
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
れ
で
曾
子
問
篇
の
問
答
や
、
雑
記
篇
の
規
定
が
生
み

出
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
う
。

　

殯
の
期
間
中
に
遠
兄
弟
の
喪
を
聞
い
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
雑
記
下
篇

42-3a

は
、

有
殯
聞
外
喪
、
哭
之
他
室
。
入
奠
、
卒
奠
出
、
改
服
即
位
、
如
始
即
位
之

禮
。殯

の
期
間
に
、
外
地
の
親
族
の
喪
の
知
ら
せ
を
受
け
た
な
ら
ば
、
他
室
で
哭
す
る
。

（
翌
日
以
後
は
、
ま
ず
殯
宮
に
）
入
っ
て
供
え
物
を
置
き
、
そ
れ
を
終
え
て
（
殯
宮

か
ら
）
出
で
、
新
喪
の
服
に
改
め
て
、
哭
位
に
即
く
の
は
、
初
日
に
哭
位
に
即
い

た
時
の
礼
と
同
じ
よ
う
に
す
る
。

と
記
し
て
お
り
、
哭
す
る
場
所
に
つ
い
て
は
、
檀
弓
篇
の
そ
れ
よ
り
も
簡
略
に

記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
喪
を
聞
い
た
翌
日
の
朝
奠
と
の
先
後
や
、
哭
時
の
服

に
つ
い
て
の
規
定
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
新
喪
の
服
（
疏3a8

に
よ
れ

ば
「
新
死
の
未
だ
成
服
せ
ざ
る
の
服
」）
に
改
め
る
と
す
る
の
は
、
殯
時
の
親

族
の
喪
に
対
し
て
「
其
の
服
を
服
し
て
往
く
」
と
す
る
の
と
対
応
さ
せ
た
も
の

の
は
ず
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
礼
文
献
と
し
て
の
成
立
の
先
後
は
別
に
す
る
と
し

て
、
観
念
と
し
て
は
、
ま
ず
殯
時
に
他
の
親
族
の
喪
に
接
し
た
場
合
が
問
題
と

さ
れ
て
、「
緦
と
雖
も
必
ず
往
く
」
と
さ
れ
、
次
に
そ
の
場
合
の
服
が
問
題
と

さ
れ
て
、「
其
の
服
を
服
し
て
往
く
」
と
さ
れ
る
、
他
方
、
遠
方
の
親
族
で
喪

に
奔
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
問
題
と
さ
れ
て
、
そ
の
哭
位
が
定
め
ら
れ
る

と
と
も
に
、「
其
の
服
を
服
し
て
往
く
」
が
そ
の
哭
時
の
服
に
も
適
用
さ
れ
る

と
い
う
展
開
を
踏
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

本
論
で
は
、『
礼
記
』
諸
篇
に
残
さ
れ
た
喪
が
重
複
し
た
場
合
の
規
定
、
特

に
親
族
の
喪
が
重
複
し
た
場
合
の
規
定
を
分
析
し
て
、
そ
こ
に
見
え
る
喪
礼
に

関
す
る
観
念
の
展
開
を
た
ど
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
通
じ
て
、

こ
れ
ら
の
規
定
を
導
い
た
者
た
ち
の
思
索
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も

に
、
そ
れ
ら
の
規
定
を
載
せ
る
諸
篇
の
文
献
と
し
て
の
成
立
の
先
後
に
つ
い
て

も
考
察
し
て
み
た
い
。
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一
　
雑
記
篇
等

　

さ
て
、
殯
時
の
喪
の
重
複
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
殯
（
大
斂
）
以
前

に
親
族
の
喪
が
重
複
し
た
場
合
も
同
様
に
問
題
と
な
り
得
る
が
、
大
斂
以
前
に

遠
兄
弟
の
喪
を
聞
い
た
場
合
に
つ
い
て
の
規
定
は
『
礼
記
』
諸
篇
に
は
見
え
て

い
な
い
。
殯
の
期
間
が
三
月
（
士
の
場
合
9 

）
で
、
そ
の
間
に
異
居
の
親
族
の

喪
に
接
す
る
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
殯
前
の
死
後
三
日
の

間
に
そ
の
よ
う
な
事
態
に
陥
る
可
能
性
は
そ
も
そ
も
低
い
で
あ
ろ
う
し
、
同
居

の
親
族
を
殯
す
る
ま
で
は
ま
ず
は
そ
の
喪
に
集
中
す
べ
き
で
あ
る
と
観
念
さ
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
同
居
の
親
族
が
同
時
期
に
亡
く
な
っ
た
場
合
で

あ
る
。
ま
ず
、
喪
服
小
記
篇33-3b

に
、

父
母
之
喪
偕
、
先
葬
者
不
虞
祔
、
待
後
事
、
其
葬
服
斬
衰
。

父
母
の
喪
が
重
複
し
た
場
合
は
、
先
に
埋
葬
す
る
者
は
虞
祭
・
祔
祭
を
引
き
続
い

て
行
わ
ず
、
後
に
埋
葬
さ
れ
る
者
の
事
を
待
ち
、
そ
の
葬
儀
に
当
た
っ
て
は
斬
衰

を
身
に
着
け
る
。

と
あ
る
。
父
母
の
ど
ち
ら
が
「
先
に
葬
る
者
」
と
な
る
の
か
を
記
し
て
い
な
い

も
の
の
、「
其
の
葬
は
斬
衰
を
服
す
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
母
が
「
先
に
葬
る
者
」

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
葬
時
に
は
成
服
以
前
の
服
に
も
ど
る
の
が
通
常
で
あ

る
が
10 

、
こ
の
場
合
は
父
に
対
す
る
「
斬
衰
」
の
服
を
着
た
ま
ま
で
母
の
葬
儀

を
行
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
条
文
で
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
「
父
母
の
喪
偕
す
れ
ば
」
の
「
偕
」
の

範
囲
で
、
先
に
亡
く
な
っ
た
者
の
（
通
常
の
）
葬
日
か
ら
三
虞
を
終
え
て
祔
祭

す
る
ま
で
の
間
に
、
後
に
亡
く
な
っ
た
者
の
（
通
常
の
）
葬
日
が
当
た
る
場
合

と
考
え
れ
ば
、
鄭
注3b9

「
偕
は
、
倶
な
り
、
同
月
若
し
く
は
同
日
に
死
す
る

を
謂
ふ
な
り
」
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
「
同
月
」
と
言
う
の
は
、
雑
記
下

篇43-3a

に
「
士
は
三
月
に
し
て
葬
り
、
是
の
月
や
卒
哭
す
」
と
あ
っ
て
、
葬

と
卒
哭
（
そ
の
翌
日
に
祔
祭
す
る
11 

）
が
同
月
に
行
わ
れ
る
と
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
が
、
士
虞
記
の
鄭
注
に
よ
れ
ば
葬
日
か
ら
祔
祭
ま
で
七
日
を
要
す
る
か

ら
12 

、
前
死
者
が
月
末
に
亡
く
な
っ
た
場
合
は
、
死
月
が
ず
れ
て
い
る
可
能
性

も
あ
っ
て
、
同
じ
鄭
注
の
後
文
で
は
「
仮
令
に
父
死
、
前
月
に
在
り
て
、
同
月

葬
れ
ば
」
云
々
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　

他
方
、
疏4a4

の
よ
う
に
、
母
の
虞
祔
を
直
ち
に
行
わ
な
い
理
由
を
、「
虞

祔
は
稍
や
飾
る
、
父
喪
殯
に
在
り
、
故
に
未
だ
虞
祔
を
為
す
に
忍
び
ざ
る
な

り
」
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
父
（
母
）
の
殯
の
期
間
と
母
（
父
）
の
葬
日

（
＝
初
虞
）
が
重
な
る
場
合
と
な
っ
て
、
三
月
の
間
に
相
次
い
で
亡
く
な
っ
た

こ
と
に
な
る
13 

。
が
、
こ
の
規
定
を
記
し
た
も
の
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た

の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
殯
の
期
間
を
調
整
し

て
14 

、
母
と
父
の
葬
儀
を
連
続
さ
せ
な
い
限
り
、
葬
後
の
母
の
御
魂
は
虞
祭
を

行
わ
れ
る
こ
と
な
く
し
ば
ら
く
放
っ
て
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、「
葬

日
に
虞
す
る
は
、
一
日
も
離
る
る
を
忍
び
ざ
る
な
り
」（
檀
弓
下
篇9-17a

）
と

い
う
観
念
が
存
在
す
る
こ
と
を
思
え
ば
、
虞
祭
を
行
わ
な
い
で
、
母
の
御
魂
を

こ
の
よ
う
に
放
っ
て
お
く
と
い
う
こ
と
が
本
当
に
あ
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
、
喪
服
小
記
篇
の
こ
の
条
の
手
前3b

に
は
、
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報
葬
者
報
虞
、
三
月
而
後
卒
哭
。

（
三
月
を
待
た
ず
に
）
早
め
に
埋
葬
し
た
場
合
に
は
早
め
に
虞
祭
を
行
い
、
三
月
の

後
に
卒
哭
す
る
。

と
あ
っ
て
、
期
日
を
待
た
ず
に
早
め
に
葬
儀
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
虞
祭
も
ま

た
そ
れ
に
合
わ
せ
て
早
め
る
こ
と
を
言
っ
て
お
り
、
葬
儀
と
初
虞
が
近
接
す
べ

き
で
あ
る
と
す
る
考
え
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
「
偕
」
が
、
父
母
が
同
日
に
亡

く
な
っ
た
場
合
の
み
を
言
う
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
生
じ

な
い
も
の
の
、
そ
れ
な
ら
ば
ど
う
し
て
「
先
に
葬
る
者
は
虞
せ
ず
」
と
せ
ず

に
、
こ
こ
に
「
祔
」
字
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

　

同
様
に
問
題
と
な
る
の
は
、「
後
事
を
待
つ
」
の
「
後
事
」
の
範
囲
で
、
こ

こ
に
父
の
葬
儀
が
含
ま
れ
る
の
は
確
か
だ
と
し
て
も
、
そ
の
初
虞
以
下
の
喪
祭

が
ど
こ
ま
で
含
ま
れ
る
の
か
は
明
確
で
は
な
い
。「
先
に
葬
る
者
は
虞
祔
せ
ず
」

と
あ
る
か
ら
、「
後
事
」
の
範
囲
も
祔
祭
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
父
母
が
同
時
に
亡
く
な
っ
た
場
合
で
も
、
父
の
葬

儀
を
終
え
、
そ
の
三
虞
、
祔
祭
を
終
え
る
ま
で
、
先
に
埋
葬
さ
れ
た
母
の
御
魂

は
七
日
間
以
上
も
無
視
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
条
文
を
記
し
た
者
の
頭
の
中
で
は
、
こ
の
「
偕
」
や
「
後
事
」
の
範
囲

も
き
ち
ん
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
条
文
の
記
述
だ
け
で

は
、
そ
れ
が
第
三
者
に
伝
わ
ら
な
い
。
そ
れ
だ
け
、
礼
の
規
定
と
し
て
未
成
熟

な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
次
の
曾
子
問
篇18-8a

の
問
答
に
な
る
と
、
よ
り
明
確

な
規
定
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

曾
子
問
曰
、
並
有
喪
如
之
何
、
何
先
何
後
。
孔
子
曰
、
葬
先
輕
而
後
重
、

其
奠
也
先
重
而
後
輕
、
禮
也
。
自
啓
及
葬
不
奠
。
行
葬
不
哀
次
15
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あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
葬
日
と
初
虞
が
大
き
く
離
れ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題

は
、
こ
こ
で
は
一
応
回
避
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
17 

。

　

よ
り
一
般
的
な
形
で
喪
の
重
複
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
点
、
よ
り
一
般

的
な
原
則
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
喪
の
重
複
の
問
題
に
解
答
を
与
え
て
い
る
点

か
ら
し
て
も
、
こ
の
曾
子
問
篇
の
問
答
が
、
先
の
喪
服
小
記
へ
の
規
定
よ
り
も

後
出
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

父
母
の
喪
が
重
複
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
他
に
雑
記
下
篇
の
冒
頭42-1a

に
、

有
父
之
喪
、
如
未
沒
喪
而
母
死
、
其
除
父
之
喪
也
、
服
其
除
服
、
卒
事
反

喪
服
。

父
の
喪
に
服
し
て
い
て
、
そ
の
喪
が
ま
だ
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
も
し
母
が
亡
く
な
っ

た
ら
、
父
の
喪
を
除
く
（
祥
祭
）
に
際
し
て
、
そ
の
喪
を
除
く
服
を
身
に
着
け
て

（
祥
祭
を
行
い
）、
事
が
終
わ
れ
ば
（
母
の
）
喪
服
に
も
ど
る
。

と
見
え
て
い
る
。
上
の
場
合
と
異
な
り
、
こ
こ
で
は
、
父
母
の
死
日
が
離
れ
て

い
る
場
合
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
母
の
喪
に
服
し
な
が
ら
、
父
の
喪
を
ど

の
よ
う
に
除
く
の
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

　

父
に
対
す
る
三
年
の
喪
に
し
て
も
、「
三
日
成
服
」
し
て
以
後
、
ず
っ
と
斬

衰
服
を
身
に
着
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
三
虞
を
終
え
て
卒
哭
す
れ
ば
、
受

く
る
に
斉
衰
の
服
を
以
て
す
る
し
、
一
周
忌
の
練
祭
、
二
周
忌
の
祥
祭
を
経

て
、
そ
の
服
は
次
第
に
吉
服
へ
と
近
づ
い
て
い
く
。
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
喪

の
ス
テ
ー
ジ
に
お
い
て
他
の
喪
に
遭
遇
し
た
場
合
に
ど
の
服
を
身
に
着
け
る
の

か
が
問
題
と
な
る
。
よ
り
重
い
方
の
服
を
身
に
着
け
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、

こ
の
原
則
に
従
う
と
、
父
の
祥
祭
時
の
服
18 

の
方
が
、
母
に
対
す
る
斉
衰
の
服

よ
り
も
軽
く
な
っ
て
、
斉
衰
の
服
を
身
に
着
け
て
父
の
祥
祭
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
父
の
祥
祭
時
に
は
そ
の
服
に
着
替
え

て
祭
事
を
行
い
、
そ
れ
が
終
わ
れ
ば
母
へ
の
喪
服
に
戻
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い

る
。

　

先
に
見
た
、
殯
中
に
遠
兄
弟
の
喪
を
聞
い
た
場
合
、
そ
の
遠
兄
弟
の
喪
服
を

身
に
着
け
て
喪
に
奔
る
と
す
る
の
も
、「
よ
り
重
い
方
の
服
を
身
に
着
け
る
」

と
い
う
原
則
を
破
る
も
の
で
あ
る
が
、
親
族
の
喪
祭
に
関
し
て
も
父
の
祥
祭
の

場
合
の
よ
う
に
こ
の
原
則
を
破
っ
て
そ
の
祭
時
の
服
を
着
け
得
る
の
か
が
問
題

と
な
る
。
そ
こ
で
、
雑
記
下
篇42-1a

で
は
上
の
条
文
に
続
け
て
、

唯
諸
父
昆
弟
之
喪
、
如
當
父
母
之
喪
、
其
除
諸
父
昆
弟
之
喪
也
、
皆
服
其

除
喪
之
服
、
卒
事
反
喪
服
。

唯
だ
諸
父
昆
弟
の
喪
に
つ
い
て
は
、（
そ
の
除
喪
が
）
も
し
父
母
の
喪
中
に
当
た
れ

ば
、
諸
父
昆
弟
の
喪
を
除
く
の
に
、
い
ず
れ
も
そ
の
除
喪
の
服
を
身
に
着
け
（
て

祥
祭
を
行
い
）、
事
が
終
わ
れ
ば
（
父
母
の
）
喪
服
に
も
ど
る
。

と
言
う
。「
唯
」
と
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
以
外
の
場
合
は
、
除
喪
の

服
に
改
め
な
い
の
で
あ
る
。「
諸
父
昆
弟
」
の
範
囲
と
、「
父
母
の
喪
に
当
た

る
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
合
を
言
う
の
か
明
確
で
は
な
い
が
、
鄭
注

1a8
は
「「
当
」
と
言
ふ
は
、
期
・
大
功
の
喪
、
或
は
終
始
皆
な
三
年
の
中
に

在
り
。
小
功
・
緦
麻
は
則
ち
除
か
ず
、
殤
の
長
・
中
は
乃
ち
除
く
」
と
、「
諸

父
昆
弟
」
を
（
本
服
）
大
功
以
上
の
親
に
当
て
、「
父
母
の
喪
に
当
た
る
」
を
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そ
の
大
功
以
上
の
喪
の
期
間
が
ま
る
ま
る
父
母
の
喪
の
期
間
に
含
ま
れ
る
場
合

か
と
推
定
し
て
い
る
。
鄭
玄
が
「
諸
父
昆
弟
」
の
範
囲
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る

の
は
、
疏2a6

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
下
文
で
検
討
す
る
服
問
篇
の
規
定
を
意

識
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
雑
記
篇
の
条
文
を
見
る
限
り
は
、
文
字
通

り
「
諸
父
」
と
「
昆
弟
」
の
み
か
、
せ
い
ぜ
い
期
の
喪
に
限
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。「
当
」
の
方
は
疏1b10

が
「
重
喪
葬
後
の
時
」
と
す
る
の
が
妥
当
か
と
思

わ
れ
る
が
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
す
ぐ
後
文42-1a

で
は
、

如
三
年
之
喪
、
則
既
顈
、
其
練
祥
皆
同
。

三
年
の
喪
（
が
三
年
の
喪
と
重
複
し
た
の
）
で
あ
れ
ば
、（
後
喪
が
受
服
の
）
顈
を

着
け
て
い
れ
ば
、
そ
の
練
祭
・
祥
祭
い
ず
れ
も
同
様
に
す
る
。

と
あ
っ
て
、
三
年
の
喪
が
重
複
し
た
場
合
に
は
、「
既
に
顈
す
」
―
―
す
な
わ

ち
、
後
喪
が
葬
後
の
受
服
を
終
え
て
い
れ
ば
19 
、
前
喪
の
練
祭
を
そ
の
服
で
行

い
得
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
見
え
る
「
既
に
顈
す
」
の
限
定
は
、

上
の
条
に
は
付
け
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
あ
る
い
は
「
重
喪
葬
後
の
時
」
で
は

な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

さ
て
、
こ
の
並
べ
ら
れ
た
三
つ
の
条
文
を
見
る
に
、
こ
れ
が
筋
道
立
て
て
規

定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
ど
う
し
て
も
見
え
な
い
。「
諸
父
昆
弟
」
で
す
ら
父

母
の
喪
中
に
そ
の
除
喪
の
服
を
着
け
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
母
の
喪
中
に
父
の

除
喪
の
服
を
着
け
ら
れ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
、
二
番
目
の
条
に
相

当
す
る
文
言
が
あ
れ
ば
、
最
初
の
「
有
父
之
喪
」
の
条
は
不
要
で
あ
る
。
ま

た
、
三
番
目
の
条
が
二
番
目
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
先
行
す
る
「
三

年
の
喪
」
が
後
に
「
父
母
の
喪
」
に
当
た
っ
た
場
合
を
言
っ
て
い
る
は
ず

で
20 

、
で
あ
れ
ば
、
先
行
す
る
「
父
の
喪
」
が
後
に
「
母
の
喪
」
と
重
複
す
る

場
合
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
場
合
も
や
は
り
上
の
「
有
父
之

喪
」
の
条
は
不
要
と
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
条
が
存
在
し
て
い
る
の

は
、
こ
れ
が
一
番
最
初
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

父
の
喪
が
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
母
が
亡
く
な
っ
た
な
ら
ば
、
父
の
祥
祭
の
服

は
ど
う
な
る
の
か
を
問
題
と
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
「
其
の
除
喪
の
服
を
服

す
」
と
規
定
し
た
の
が
最
初
の
条
、
こ
れ
が
規
定
さ
れ
た
後
に
、
他
の
喪
が
父

母
の
喪
と
重
複
し
た
場
合
を
問
題
と
し
て
規
定
さ
れ
た
の
が
二
番
目
の
条
、
こ

の
場
合
に
期
の
喪
が
除
喪
の
服
を
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
期
の

喪
の
除
喪
の
期
に
相
当
す
る
三
年
の
喪
の
練
祭
は
ど
う
な
る
の
か
と
問
う
て
、

そ
れ
も
そ
の
服
で
行
え
る
と
し
た
の
が
三
番
目
の
条
で
あ
っ
た
も
の
と
思
う
。

二
番
目
と
三
番
目
の
条
は
同
時
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い

が
、
最
初
の
も
の
は
後
二
者
に
対
し
て
先
行
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
最
初
の
条
と
重
複
す
る
内
容
を
持
つ
子
游
言
が
同
じ
く
雑

記
下
篇42-8b

に
取
ら
れ
て
い
て
、

子
游
曰
、
既
祥
、
雖
不
當
縞
者
、
必
縞
、
然
後
反
服
21 

。

子
游
は
言
う
、
既
に
祥
祭
を
終
え
れ
ば
（
縞
冠
を
着
け
る
も
の
で
あ
る
が
）、（
他

の
喪
と
重
複
し
て
い
て
、
そ
の
喪
と
の
関
係
か
ら
言
え
ば
）
縞
冠
を
着
け
る
べ
き

で
は
な
い
場
合
で
も
、
必
ず
縞
冠
を
着
け
て
（
そ
の
除
服
を
示
し
）、
そ
の
後
に

（
他
の
喪
の
）
喪
服
に
も
ど
る
の
だ
。

と
あ
る
。
檀
弓
篇
に
取
ら
れ
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
よ
う
な
一
条
で
あ
る

が
、
檀
弓
篇
の
編
者
が
取
り
こ
ぼ
し
た
も
の
か
、
檀
弓
篇
成
立
の
後
に
虚
構
さ
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れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
が
子
游
そ
の
人
の
言
葉
で
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
相
応
に
古
い
伝
承
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
上
の

最
初
の
条
は
こ
の
伝
承
の
も
と
で
、
関
連
す
る
礼
の
成
文
化
を
図
っ
た
も
の
と

な
ろ
う
22 
。

　

さ
て
、
上
の
雑
記
篇
の
数
条
は
、
親
族
の
喪
が
重
複
し
た
場
合
の
、
そ
の
喪

祭
の
服
を
問
題
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
父
母
の
喪
祭
の
直
前
に
親
族
の
喪
に

遭
遇
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
同
じ
く
雑
記
下
篇42-4a

に
、

父
母
之
喪
將
祭
、
而
昆
弟
死
、
既
殯
而
祭
。
如
同
宮
、
則
雖
臣
妾
、
葬
而

后
祭
。
祭
、
主
人
之
升
降
散
等
、
執
事
者
亦
散
等
、
雖
虞
附
亦
然
。

父
母
の
喪
中
で
喪
祭
を
行
お
う
と
し
た
時
に
、
昆
弟
が
亡
く
な
っ
た
ら
、
そ
の
殯

を
終
え
て
か
ら
祭
る
。
同
宮
の
場
合
は
、（
亡
く
な
っ
た
の
が
）
臣
妾
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
埋
葬
を
終
え
て
か
ら
祭
る
。
そ
の
祭
り
に
際
し
て
は
、
喪
主
は
階
を
升
降
す

る
の
に
散
等
（
各
段
で
足
を
そ
ろ
え
ず
に
升
降
）
し
、
祭
り
を
助
け
行
う
者
も
ま

た
散
等
し
、
虞
祭
・
祔
祭
で
あ
っ
て
も
同
様
に
す
る
。

と
見
え
て
い
る
。
こ
の
規
定
の
内
、
同
宮
の
場
合
に
死
者
が
臣
妾
で
あ
っ
て
も

葬
後
ま
で
大
小
祥
の
喪
祭
を
延
期
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
疏4b6
が
指
摘
す

る
よ
う
に
喪
服
伝33-7a

の
「
宮
中
に
死
す
る
者
有
ら
ば
、
則
ち
之
が
為
に
三

月
、
祭
を
挙
げ
ず
」
と
一
致
す
る
。
そ
こ
で
鄭
玄4b2

は
、

言
若
同
宮
、
則
是
昆
弟
異
宮
也
。
古
者
昆
弟
異
居
同
財
、
有
東
宮
、
有
西

宮
、
有
南
宮
、
有
北
宮
。
有
父
母
之
喪
、
當
在
殯
宮
、
而
在
異
宮
者
、
疾

病
或
歸
者
。

（
下
文
で
）「
若
し
同
宮
な
れ
ば
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、（
二
句
目
の
）

昆
弟
は
異
宮
の
者
を
指
す
。
昔
は
昆
弟
は
住
居
を
異
に
す
る
も
財
産
を
共
有
し
、

東
宮
、
西
宮
、
南
宮
、
北
宮
に
（
分
か
れ
て
住
ん
で
）
い
た
。
父
母
の
喪
が
あ
れ

ば
、（
昆
弟
は
父
母
の
）
殯
宮
に
い
る
は
ず
で
、
異
宮
に
い
る
者
と
は
、
疾
病
ま
た

は
（
所
用
で
一
時
的
に
そ
の
宮
に
）
帰
っ
て
い
る
者
で
あ
る
。

と
注
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
雑
記
篇
の
条
文
を
見
る
限
り
、
こ
の
「
昆

弟
」
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
通
常
の
場
合
に
つ
い
て
言
っ
た
も
の
の
は
ず
で
、

鄭
玄
が
言
う
よ
う
な
特
殊
な
場
合
に
限
ら
れ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
鄭
玄
は
喪

服
伝
の
「
宮
中
」
を
純
粋
に
場
所
と
し
て
取
っ
て
い
る
が
23 

、
こ
の
条
文
を
記

し
た
も
の
は
「
宮
中
に
死
す
る
者
有
り
」
を
「
平
生
宮
中
に
起
居
す
る
者
が
亡

く
な
っ
た
場
合
」
と
取
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
子
と
し
て
父
母
の
殯

宮
で
喪
に
服
す
る
「
昆
弟
」
も
、
彼
が
亡
く
な
れ
ば
そ
の
殯
は
平
生
起
居
し
て

い
た
「
異
宮
」
で
営
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、「
如
し
同
宮
な
れ
ば
」
に
は

最
初
か
ら
「
昆
弟
」
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
う
。

　

こ
の
条
文
で
「
散
等
」
を
言
う
の
も
、
新
喪
に
対
す
る
配
慮
か
ら
通
常
の
二

祥
の
祭
と
は
異
に
す
べ
き
だ
と
す
る
観
念
が
導
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
注
目
さ

れ
る
の
は
『
儀
礼
』
が
用
い
る
「
栗
階
」
の
語
を
用
い
ず
、
こ
れ
を
「
散
等
」

と
表
現
し
て
い
る
点
で
あ
る
。「
栗
階
」
は
『
儀
礼
』
の
燕
礼
記15-23a

（
二

か
所
）、
聘
礼21-5b

、8b

、
公
食
大
夫
礼25-6a

、14b

の
計
六
か
所
に
し
か
見

え
ず
、「
散
等
」
も
雑
記
篇
の
こ
の
部
分
に
し
か
見
え
な
い
か
ら
、
詳
し
い
こ

と
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
同
じ
事
柄
で
も
凶
礼
の
場
合
に
は
言
い
回
し
を
変

え
る
べ
き
だ
と
す
る
観
念
が
そ
こ
に
存
在
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
24 

。
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こ
の
「
散
等
」
が
新
喪
に
対
す
る
配
慮
で
あ
る
な
ら
ば
、
末
句
の
「
虞
附
と

雖
も
亦
た
然
り
」
も
同
様
の
は
ず
で
、
虞
祭
、
祔
祭
の
場
合
は
、
新
喪
に
よ
っ

て
そ
れ
を
延
期
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
25 

、
新
喪
に
配
慮
し
て
同
じ
く
「
散
等
」

す
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
と
思
う
。
疏4b9

は
「
昆
弟
の
虞
附
す
る
に
至
り
て

父
母
の
二
祥
の
祭
を
行
ふ
」
と
、
こ
の
「
虞
附
」
を
新
喪
の
そ
れ
と
す
る
が
従

い
難
い
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
喪
服
小
記
・
雑
記
の
両
篇
を
中
心
に
し
て
、
喪
の
重
複
に

関
す
る
い
く
つ
か
の
条
文
を
検
討
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
喪
の
重

複
を
さ
ま
ざ
ま
に
場
合
分
け
て
体
系
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
は
言
い
難
い
。

こ
の
両
篇
が
体
系
的
な
著
作
で
は
な
く
、
喪
礼
に
関
す
る
各
種
の
記
載
を
雑
集

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
上
記
の
条
文
の
背
後
に
体
系
化
さ
れ

た
規
定
の
存
在
を
仮
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
唯
一
の
例
外
と
言
え
る
の

は
、
雑
記
下
篇42-12b

の
「
三
年
の
喪
、
功
衰
す
と
雖
も
弔
せ
ず
」
か
ら
始
ま

る
一
条
で
あ
る
が
、
今
本
の
こ
の
一
条
は
大
き
く
混
乱
し
て
い
る
。
上
に
引
い

た
末
尾
の
三
句
以
下
の
部
分
を
引
い
て
お
こ
う
。

（
期
之
喪
、）
練
則
弔
。
既
葬
、
大
功
弔
、
哭
而
退
、
不
聽
事
焉
。
期
之
喪

未
葬
、
弔
於
郷
人
、
哭
而
退
、
不
聽
事
焉
。
功
衰
弔
、
待
事
、
不
執
事
。

小
功
緦
、
執
事
、
不
與
於
禮
。

（
父
在
で
母
の
為
に
す
る
期
の
喪
に
服
す
る
者
は
、）
練
祭
を
終
え
て
か
ら
他
者
の

弔
問
に
出
か
け
る
。
す
で
に
埋
葬
を
終
え
て
か
ら
、
大
功
の
喪
に
服
す
る
者
は
他

者
の
弔
問
に
出
か
け
る
が
、（
弔
問
に
際
し
て
は
）
哭
す
れ
ば
退
き
、（
襲
・
斂
等

の
）
事
を
待
た
な
い
。（
祭
主
の
い
な
い
姑
姊
妹
に
対
す
る
）
期
の
喪
で
は
、
埋
葬

以
前
に
同
郷
の
人
の
弔
問
に
出
か
け
る
が
、（
そ
の
場
合
も
）
哭
す
れ
ば
退
き
、

（
襲
・
斂
等
の
）
事
を
待
た
な
い
。（
祭
主
の
い
な
い
姑
姊
妹
に
対
す
る
期
の
喪
で

は
、
埋
葬
後
に
功
衰
を
着
け
る
が
、）
功
衰
を
着
け
て
か
ら
弔
問
に
行
っ
た
場
合
に

は
、（
襲
・
斂
等
の
）
事
は
待
つ
が
、
そ
の
事
に
お
い
て
助
け
役
を
す
る
こ
と
は
し

な
い
。
小
功
・
緦
麻
の
場
合
は
、
助
け
役
は
す
る
が
、（
饋
奠
の
）
礼
に
は
与
ら
な

い
。

か
り
に
鄭
注
に
従
っ
た
場
合
の
訳
を
与
え
て
お
い
た
が
、
こ
の
ま
ま
で
解
釈
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
無
理
し
て
こ
の
よ
う
に
で
も
解
釈
す
る
し
か
な
い
。
思
う

に
、
こ
の
部
分
は
次
の
二
つ
の
系
列
の
文
章
が
入
り
混
じ
っ
て
現
在
の
形
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

①
三
年
之
喪
、
雖
功
衰
不
弔
。
期
之
喪
、
練
則
弔
。
大
功
、
既
葬
弔
。
小

功
緦
、
未
葬
弔
。

三
年
の
喪
は
、
功
衰
を
着
け
る
段
に
な
っ
て
も
弔
問
し
な
い
。
期
の
喪
は
、
練
祭

を
終
え
れ
ば
弔
問
す
る
。
大
功
は
、
既
に
埋
葬
す
れ
ば
弔
問
す
る
。
小
功
・
緦
麻

は
、
埋
葬
以
前
で
も
弔
問
す
る
。

②
期
之
喪
、
弔
於
郷
人
、
哭
而
退
、
不
聽
事
焉
。
大
功
弔
、
待
事
、
不
執

事
。
小
功
緦
、
執
事
、
不
與
於
禮
。

期
の
喪
は
、
同
郷
人
を
弔
問
す
る
が
、
哭
し
て
退
き
、
事
を
待
た
な
い
。
大
功
で

弔
問
す
れ
ば
、
事
は
待
つ
が
、
助
け
役
は
し
な
い
。
小
功
・
緦
麻
は
、
助
け
役
は

す
る
が
、
礼
に
は
与
ら
な
い
。

①
は
喪
中
の
ど
の
段
階
で
弔
問
が
可
能
に
な
る
か
の
規
定
、
②
は
弔
問
し
た
場
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合
に
ど
こ
ま
で
事
を
行
え
る
か
の
規
定
で
、
か
り
に
こ
の
よ
う
な
規
定
で
あ
っ

た
と
す
れ
ば
、
十
分
に
整
理
さ
れ
た
規
定
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
想
定
の
妥
当
性
は
置
く
と
し
て
、
親
族
の
喪
が
重
複
し
た
場
合
に
つ
い
て
、

あ
る
程
度
整
理
さ
れ
た
記
述
が
残
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
服
問
・
間
伝
の

両
篇
に
至
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
二
　
服
問
篇
と
間
伝
篇

　

ま
ず
、
服
問
篇57-1b
の
記
述
か
ら
見
て
み
た
い
。

三
年
之
喪
既
練
矣
、
有
期
之
喪
既
葬
矣
、
則
帶
其
故
葛
帶
、
絰
期
之
絰
、

服
其
功
衰
。
有
大
功
之
喪
、
亦
如
之
。
小
功
無
變
也
。

三
年
の
喪
で
既
に
練
祭
し
た
後
に
、
期
の
喪
が
あ
っ
て
既
に
埋
葬
を
終
え
た
な
ら

ば
、
そ
の
故も

と

の
葛
帯
を
腰
に
着
け
、
期
の
葛
絰
を
首
に
着
け
、
そ
の
功
衰
を
着
け

る
。
大
功
の
喪
が
あ
っ
た
場
合
も
、
同
じ
よ
う
に
す
る
。
小
功
で
は
変
じ
な
い
。

三
年
の
喪
が
練
祭
を
終
え
た
後
に
期
以
下
の
喪
に
遭
っ
た
場
合
の
首
絰
・
帯

絰
・
衰
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
関
連
す
る
変
除
は
、
次
の
よ

う
な
形
と
な
っ
て
い
る
。

三
年
の
喪
（
練
後
）
：
男
子
：
首
絰
な
し　

、
葛
帯
ａ
＊
３
、
功
衰
（
＝
大
功
の
衰
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
子
：
葛
絰
ａ
＊
２
、
帯
絰
な
し　

、
功
衰
（
＝
大
功
の
衰
）

期
の
喪
（
卒
哭
後
）
：
男
女
：
葛
絰
ａ
＊
２
、
葛
帯
ａ
＊
３
、
大
功
の
衰

大
功　

（
卒
哭
後
）
：
男
女
：
葛
絰
ａ
＊
３
、
葛
帯
ａ
＊
４
、
小
功
の
衰

小
功　

（
卒
哭
後
）
：
男
女
：
葛
絰
ａ
＊
４
、
葛
帯
ａ
＊
５
、
緦
麻
の
衰

「
ａ
＊
〇
」
の
「
ａ
」
は
「
0.8
」
で
「
＊
」
は
累
乗
を
意
味
し
、
斬
衰
苴
絰
の

太
さ
を
「
１
」
と
し
た
場
合
の
太
さ
を
示
す
。
具
体
的
な
数
値
に
は
あ
ま
り
意

味
が
な
い
の
で
、「
＊
」
後
の
数
字
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
細
く
な
る
こ
と
が
理

解
さ
れ
て
い
れ
は
そ
れ
で
よ
い
。
礼
経
に
明
文
が
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
こ
の

形
を
前
提
と
し
て
、
服
問
篇
の
こ
の
部
分
は
記
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　

三
年
の
喪
も
練
後
に
な
る
と
、
男
子
は
首
絰
を
解
き
、
女
子
は
帯
絰
を
解

く
。
上
の
条
文
は
男
子
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
練
後
に
期
の
喪

（
葬
後
）
に
遭
っ
た
場
合
は
、
帯
絰
は
そ
の
ま
ま
、
首
に
は
新
喪
の
首
絰
を
付

け
る
と
さ
れ
て
い
る
。
帯
絰
が
そ
の
ま
ま
で
あ
る
の
は
、
新
喪
の
そ
れ
と
変
化

が
な
い
か
ら
で
、
新
喪
の
首
絰
を
着
け
る
の
は
、
練
後
に
首
絰
が
な
い
か
ら
で

あ
る
。
両
者
は
と
も
に
、「
よ
り
重
い
服
を
着
け
る
」
と
い
う
原
則
に
沿
っ
て

い
る
。
衰
を
「
功
衰
」
と
す
る
の
も
同
じ
原
則
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
注
・

疏
は
具
体
的
な
升
数
を
入
れ
た
議
論
を
し
て
い
る
が
、
服
問
篇
の
こ
の
規
定
を

記
し
た
も
の
が
そ
こ
ま
で
考
え
て
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
女
子
の
場
合
は

記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
同
様
に
考
え
れ
ば
、
疏4a4

が
言
う
よ
う
に
、
首

絰
は
そ
の
ま
ま
、
腰
に
は
新
喪
の
帯
絰
を
着
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

新
喪
が
大
功
の
場
合
は
「
亦
た
之
の
如
し
」
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の

か
が
問
題
と
な
る
。
鄭
注1b7

は
「
亦
た
反
っ
て
其
の
故
の
葛
帯
を
服
し
、
絰

は
期
の
絰
な
る
は
、
差
の
宜
し
き
な
り
」
と
、
期
の
喪
と
同
じ
く
、
三
年
の
喪

の
練
後
の
葛
帯
、
期
の
葛
絰
を
着
け
る
と
し
、
疏5a2

は
こ
の
「
差
の
宜
し
き
」

を
説
明
し
て
、「
首
絰
×0.8

＝
帯
絰
」
の
関
係
を
保
つ
た
め
で
あ
る
と
す
る
。

こ
れ
は
こ
れ
で
筋
が
通
っ
た
説
明
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
期
の
喪
の
部
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分
の
「
絰
は
期
の
絰
」
は
、
新
喪
の
首
絰
を
着
け
る
こ
と
を
具
体
的
に
言
っ
た

だ
け
の
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、「
亦
た
之
の
如
し
」

は
、
帯
絰
は
三
年
の
喪
の
練
後
の
葛
帯
、
首
絰
は
大
功
の
葛
絰
を
着
け
る
こ
と

に
な
る
。
男
子
の
場
合
、
練
後
は
首
絰
を
解
く
の
で
あ
る
か
ら
、
葛
絰
を
首
に

着
け
る
の
は
あ
く
ま
で
新
喪
の
た
め
で
あ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
大
功
の

葛
絰
を
期
の
葛
絰
に
格
上
げ
す
る
道
理
は
な
い
。
ま
た
、
練
後
は
そ
も
そ
も
首

絰
を
解
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
か
ら
、「
首
絰
×0.8

＝
帯
絰
」
の
関
係
は
そ
の

段
階
で
無
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
、
大
功
の
喪
が
重
複
し
た
場
合
に
だ
け
復

活
さ
せ
る
と
い
う
の
も
奇
妙
で
あ
ろ
う
。「
亦
た
之
の
如
し
」
は
、
大
功
の
首

絰
を
着
け
る
こ
と
と
解
す
べ
き
も
の
と
思
う
26 

。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
こ
こ
で
適
用
さ
れ
て
い
る
原
則
は
「
よ
り
重
い
服
を
着
け
る
」
の
み
と

な
る
。

　

新
喪
が
小
功
の
場
合
は
、
大
功
以
上
と
は
差
を
設
け
て
、
も
は
や
小
功
の
新

喪
の
為
に
服
を
変
じ
る
こ
と
は
し
な
い
と
し
て
い
る
。
大
功
・
小
功
の
間
に
線

引
き
を
し
て
、
大
功
以
上
は
「
親
」、
小
功
以
下
は
「
疏
」
と
す
る
観
念
は
こ

こ
に
明
瞭
で
あ
る
。

　

上
に
続
く
服
問
篇
の
規
定
は
、

麻
之
有
本
者
、
變
三
年
之
葛
。

麻
絰
で
（
麻
の
）
本
（
＝
根
）
が
付
い
た
ま
ま
の
も
の
は
、
三
年
の
葛
と
付
け
替

え
る
。

で
あ
る
。
鄭
玄1b10

は
「
本
有
る
は
、
大
功
以
上
を
謂
ふ
な
り
。
小
功
以
下

は
、
澡
麻
に
し
て
本
を
断
つ
」
と
注
し
て
お
り
、
こ
の
理
解
で
正
し
い
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
が
、
実
は
『
儀
礼
』
の
喪
服
経
で
は
小
功33-1a

も
ま
た
大
功

31-16a

と
同
じ
く
「
牡
麻
絰
」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
両
者
の
絰
に
区
別
は
設
け

ら
れ
て
い
な
い
。「
澡
麻
」
は
喪
服
経32-9a

の
小
功
殤
に
「
澡
麻
帶
絰
」
と
初

出
し
、
喪
服
小
記
篇33-14b

が
こ
れ
に
補
記
し
て
「
下
殤
の
小
功
の
帯
は
、
澡

麻
に
し
て
本
を
絶
た
ず
」
と
そ
の
「
本
」
の
有
無
を
問
題
と
し
て
い
て
、
大

功
・
小
功
の
麻
絰
を
「
本
」
の
有
無
で
差
別
化
し
て
い
く
の
は
、
喪
服
経
よ
り

後
の
展
開
に
属
す
る
。
こ
の
服
問
篇
の
規
定
も
ま
た
、
こ
の
段
階
に
属
す
る
も

の
で
あ
る
。

　

こ
の
一
文
が
こ
こ
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
上
の
「
小
功
は
変
ず
る
無
し
」

を
説
明
す
る
た
め
で
あ
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
条
文
自
体
は
、
後
喪

の
麻
絰
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
三
年
の
喪
の
練
後
の
葛
絰
と
、
後

喪
の
麻
絰
が
重
複
し
た
場
合
に
は
、
大
功
以
上
で
あ
れ
ば
後
喪
の
麻
絰
に
変

え
、
小
功
以
下
で
あ
れ
ば
葛
絰
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
小
功
以

下
に
お
い
て
は
、
こ
の
麻
絰
で
す
ら
三
年
の
葛
絰
を
変
え
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
葛
絰
に
つ
い
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
条
に
導
か
れ
る
形
で
、
服
問
篇
は
「
で
は
、
練
後
に
小
功
以
下
の
喪
に

遇
し
た
場
合
、
そ
の
麻
絰
を
着
け
る
こ
と
は
全
く
な
い
の
か
」
と
問
う
て
、

既
練
遇
麻
斷
本
者
、
於
免
絰
之
、
既
免
去
絰
。
每
可
以
絰
必
絰
、
既
絰
則

去
之
。

既
に
練
祭
し
た
後
に
麻
絰
の
本
を
断
つ
者
（
＝
大
功
以
上
の
喪
）
に
遭
遇
し
た
場

合
は
、
免
を
着
け
る
時
に
絰
も
着
け
、
免
を
着
け
る
時
が
終
わ
れ
ば
絰
も
取
り
去

る
。
絰
を
着
け
る
べ
き
時
に
は
必
ず
絰
を
着
け
、
絰
を
着
け
る
時
が
終
わ
れ
ば
こ
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れ
を
取
り
去
る
。

と
続
け
て
い
く
。
こ
れ
が
一
時
に
一
人
の
手
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
規
定
で
あ

る
の
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
鄭
玄2a3

が
注
す
る
よ
う
に
「
免
に
絰

せ
ざ
る
無
く
、
絰
に
免
せ
ざ
る
有
り
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
後
半
の
規
定
が
是
半

の
規
定
も
包
み
込
む
こ
と
に
な
っ
て
、
前
半
の
規
定
は
不
要
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
、
喪
冠
を
解
い
て
免
す
る
場
面
を
ま
ず
想
定
し
て
、
そ
の
場
合
の
絰
の
有
無

を
問
う
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
場
合
に
は
絰
を
着
け
る
と
判
断
し
た
後

に
、
免
せ
ず
に
絰
す
る
場
合
が
存
在
す
る
こ
と
に
思
い
至
っ
て
、
後
半
の
規
定

を
付
け
加
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

小
斂
後
に
「
衆
主
人
」
が
「
免
」
し
「
絰
」
す
る
こ
と
は
、
士
喪
礼

36-13a/14b

に
明
文
が
あ
る
し
、
啓
殯
以
後
虞
祭
に
至
る
ま
で
「
免
」
す
る
こ

と
は
、
既
夕
礼
・
士
虞
礼
の
記
載
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
が
、
士
喪
礼
等
に
は
「
免
せ
ず
に
絰
す
る
」
場
面
の
存
在
を
想
起
さ
せ
る
よ

う
な
記
述
は
全
く
見
え
て
い
な
い
。『
礼
記
』
諸
篇
に
至
る
と
、
雑
記
上
篇41-

14b

「
小
斂
の
環
絰
は
、
公
大
夫
士
一
な
り
」、
喪
大
記
篇45-5b
「
君
将
に
大

斂
せ
ん
と
す
れ
ば
、
子
は
弁
絰
す
」
の
よ
う
に
「
免
せ
ず
に
絰
す
る
」
場
面
が

小
斂
・
大
斂
時
に
当
て
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
面
で

小
功
以
下
の
者
も
「
絰
」
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
か
定
か
で
は
な
い
。
喪
服
小

記
篇
に33-16b

「
緦
・
小
功
は
、
虞
卒
哭
に
は
、
則
ち
免
す
」
と
あ
っ
て
、
鄭

注16b8

が
「「
則
ち
免
す
」
と
言
は
ば
、
則
ち
既
に
殯
し
て
（
殯
を
）
啓
く
に

先
ん
ず
る
の
間
、
事
有
り
と
雖
も
免
せ
ず
」
と
解
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
が
「
事

有
る
も
免
せ
ず
」
の
存
在
を
含
意
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
よ
う
や
く
小
功

以
下
の
者
に
つ
い
て
「
免
せ
ず
に
絰
す
る
」
場
面
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。
こ

の
よ
う
な
場
面
が
見
出
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
上
の
条
文
の
よ
う
な
規
定
が
生
み

出
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
服
問
篇
の
規
定
が
、『
礼
記
』
諸
篇

の
中
で
も
か
な
り
遅
い
段
階
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
も
知

ら
れ
よ
う
。

　

服
問
篇
は
さ
ら
に
続
け
る
。

小
功
不
易
喪
之
練
冠
、
如
免
則
絰
其
緦
小
功
之
絰
、
因
其
初
葛
帶
。
緦
之

麻
不
變
小
功
之
葛
、
小
功
之
麻
不
變
大
功
之
葛
、
以
有
本
爲
稅
。

小
功
の
喪
に
際
し
て
は
（
三
年
の
）
喪
の
練
冠
を
変
え
な
い
が
、
免
す
る
際
に
は

そ
の
緦
麻
・
小
功
の
絰
を
着
け
、（
免
す
る
時
が
終
わ
れ
ば
）
当
初
着
け
て
い
た
葛

帯
に
も
ど
る
。
緦
麻
の
麻
絰
は
小
功
の
葛
絰
を
変
じ
な
い
し
、
小
功
の
麻
絰
は
大

功
の
葛
絰
を
変
じ
な
い
。（
麻
の
）
本
の
有
る
（
絰
の
）
場
合
に
変
ず
る
の
だ
。

前
半
は
内
容
的
に
は
、
上
の
「
小
功
は
変
ず
る
無
し
」
と
「
免
に
於
て
之
を
絰

す
」
を
繰
り
返
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
上
で
「
其
故
葛
帶
」
と
言
い
、
こ
こ

に
「
其
初
葛
帶
」
と
言
う
こ
と
に
つ
い
て
、
疏6a5

は
、
新
た
に
期
の
喪
に

遇
っ
た
場
合
に
は
、
初
喪
の
時
に
期
の
麻
を
付
け
、
既
葬
の
後
に
故も

と

の
三
年
の

喪
の
葛
帯
に
改
め
る
の
に
対
し
、
小
功
以
下
で
は
、
初
喪
の
時
に
も
、
小
功
以

下
の
麻
に
改
め
な
い
こ
と
か
ら
、
初は

じ
め

と
同
じ
三
年
の
葛
帯
で
あ
る
こ
と
を
示
し

た
と
す
る
。「
故
」「
初
」
に
は
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
意
識
が
反
映
さ
れ
て

い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

後
半
の
規
定
は
、
喪
の
重
複
の
範
囲
を
三
年
の
喪
の
練
後
に
お
け
る
重
複
か

ら
さ
ら
に
広
げ
て
、
緦
麻
の
麻
は
小
功
以
上
の
葛
、
小
功
の
麻
は
大
功
以
上
の
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葛
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
変
え
な
い
と
し
て
、
変
え
る
の
は
あ
く
ま
で
「
有

本
」
の
麻
に
限
る
と
し
て
い
る
。

　

鄭
注2a7

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
大
功
（
以
上
）
の
麻
で
あ
れ
ば
葛
に
変
え

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
雑
記
上
篇41-1a

に
も

有
三
年
之
練
冠
、
則
以
大
功
之
麻
易
之
、
唯
杖
屨
不
易
。

三
年
の
練
冠
を
着
け
る
段
（
に
な
っ
て
大
功
の
喪
に
遭
遇
し
た
場
合
）
に
は
、
大

功
の
麻
絰
に
着
け
易
え
る
。
唯
だ
杖
と
屨く

つ

は
易
え
な
い
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
麻
の
「
本
」
の
有
無
が
語
ら
れ
て
い
な
い
の
を
考
え
れ
ば
、

先
に
こ
の
雑
記
上
の
よ
う
な
大
功
以
上
の
麻
は
葛
に
変
え
、
小
功
以
下
の
麻
は

葛
に
変
え
な
い
と
い
う
規
定
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
後
に
「
な
ぜ
、
そ
う
す

る
の
か
」
が
問
わ
れ
て
、
も
と
も
と
は
同
じ
く
「
牡
麻
絰
」
と
さ
れ
て
い
た
も

の
が
差
別
化
さ
れ
て
、
前
者
は
「
有
本
」、
後
者
は
「
無
本
」
と
さ
れ
て
い
っ

た
も
の
か
と
思
う
。

　

な
お
、
こ
の
「
唯
だ
杖
屨
の
み
易
へ
ず
」
の
「
唯
」
を
厳
格
に
取
れ
ば
、
鄭

注1a6

が
言
う
よ
う
に
「
其
の
余
は
皆
な
易
ふ
る
を
言
ふ
な
り
」
と
な
っ
て
、

そ
の
衰
も
ま
た
変
え
る
こ
と
に
な
る
。
と
な
る
と
、
三
年
の
練
後
の
「
功
衰
」

と
、
大
功
の
衰
と
の
関
係
が
問
題
と
な
っ
て
、
雑
記
疏1a7

が
こ
れ
に
関
す
る

議
論
し
て
い
る
が
、
雑
記
篇
の
こ
の
条
を
記
し
た
も
の
が
衰
に
つ
い
て
ど
う
考

え
て
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

　

こ
の
服
問
篇
の
喪
の
重
複
に
関
す
る
規
定
は
、
殤
者
に
関
す
る
次
の
条
文
で

締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

殤
長
中
、
變
三
年
之
葛
、
終
殤
之
月
筭
、
而
反
三
年
之
葛
、
是
非
重
麻
、

爲
其
無
卒
哭
之
稅
。
下
殤
則
否
。

長
殤
・
中
殤
（
の
麻
絰
）
は
、
三
年
の
葛
絰
と
取
り
易
え
て
、
殤
の
（
喪
に
服
す

る
）
月
数
を
終
え
て
か
ら
、
三
年
の
葛
絰
に
も
ど
る
が
、
こ
れ
は
（
殤
者
の
）
麻

絰
を
重
ん
じ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、（
殤
者
の
場
合
は
）
卒
哭
後
の
服
の
着
け

変
え
が
な
い
か
ら
だ
。
下
殤
の
場
合
は
三
年
の
葛
絰
と
取
り
易
え
な
い
。

上
文
の
「
麻
の
本
有
る
者
は
、
三
年
の
葛
を
変
ず
」
は
こ
こ
に
も
係
っ
て
い
る

で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
は
本
服
が
大
功
以
上
の
殤
者
に
つ
い
て
の
規
定
と
な

る
。
大
功
殤
は
長
殤
27 

が
九
月
、
中
殤
が
七
月
（
喪
服
経31-15b

）、
小
功
殤

は
五
月
（
同32-9a

）
が
そ
の
「
月
筭
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
月
筭
」
ま
で

麻
絰
を
着
け
る
と
な
る
と
、
成
人
が
三
月
で
葛
に
変
ず
る
よ
り
も
長
い
期
間
に

わ
た
っ
て
麻
絰
を
着
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
理
由
を
、「
是
れ
麻

を
重
ん
ず
る
に
は
非
ず
、
其
の
卒
哭
の
稅
（
＝
脱
）
無
き
が
為
め
な
り
」
と
説

明
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
殤
者
に
卒
哭
後
の
受
服
が
な
い
こ
と
を
示
す
資

料
は
他
に
見
え
ず
、
こ
の
規
定
が
何
に
由
来
す
る
の
は
不
明
で
あ
る
。
喪
服
伝

（
大
功
殤
章
）31-14a

で
は
、
殤
者
の
腰
絰
に
つ
い
て
は
「
三
日
、
垂
れ
た
る

を
絞
ふ
」（
既
夕
記41-3b

）
を
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
て
、

喪
成
人
者
、
其
文
縟
、
喪
未
成
人
者
、
其
文
不
縟
。
故
殤
之
絰
不
樛
垂
、

蓋
未
成
人
也
。

成
人
の
喪
に
服
す
る
と
き
は
、
そ
の
文
節
を
を
縟お

お

く
す
る
が
、
未
成
年
の
喪
に
服

す
る
と
き
は
、
そ
の
文
節
を
縟
く
し
な
い
。
だ
か
ら
殤
者
の
腰
絰
は
垂
ら
し
た
端

を
樛あ

ざ
な

わ
な
い
が
、
こ
れ
は
ま
だ
成
人
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

と
言
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
「
未
成
人
に
喪
す
る
に
、
其
の
文
を
（
繁
）



十
四

親族の喪が重複した場合について（末永） 14

縟
に
せ
ず
」
に
基
づ
い
て
、
殤
者
の
絰
は
卒
哭
後
も
葛
に
改
め
な
い
と
規
定
し

た
者
が
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
成
人
へ
の
喪
よ
り
も
殤
者
へ
の
喪
の
方
が
麻
絰
を

着
け
る
期
間
を
長
く
し
て
し
ま
う
こ
の
規
定
が
、
条
理
に
か
な
っ
た
も
の
と
い

え
る
か
ど
う
か
大
い
に
疑
問
で
あ
る
が
、
こ
の
服
問
篇
の
条
文
を
定
め
た
も
の

は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
、
殤
者
に
つ
い
て
は
そ
の
喪
を
終
え
る
ま
で

麻
絰
を
解
か
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
末
尾
の
「
下
殤
は
則
ち
否
せ
ず
」
は
、
上
に
引
い
た
喪
服
小
記
篇33-

14b

の
「
下
殤
の
小
功
の
帯
は
、
澡
麻
に
し
て
本
を
絶
た
ず
」
と
明
ら
か
に
矛

盾
す
る
。「
下
殤
小
功
」
は
本
服
が
期
の
者
で
あ
る
が
、
そ
の
麻
の
絰
帯
が

「
本
を
絶
た
ず
」
で
あ
れ
ば
、
こ
の
服
問
篇
の
考
え
方
に
従
え
ば
「
三
年
の
葛
」

を
変
じ
得
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
考
え
て
で
あ
ろ
う
、
鄭
玄2a10

は
服
問
篇

の
こ
の
殤
者
に
対
す
る
規
定
を
「
大
功
の
親
の
殤
た
り
て
緦
・
小
功
に
在
る
者

を
謂
ふ
な
り
」
と
本
服
大
功
の
者
に
限
定
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
の
服
問
篇
の
書
き
方
を
見
る
限
り
、
こ
れ
を
記
し
た
者
が
、
こ
の
「
殤
長

中
」
を
本
服
大
功
の
み
に
限
定
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
28 
。
こ
の
者
は
い
ま
だ

上
引
の
喪
服
小
記
篇
の
規
定
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
服
問
篇
の
条
文
で
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
こ
の
部
分
の
ロ

ジ
ッ
ク
か
ら
す
れ
ば
、「
殤
長
中
」
の
麻
絰
は
み
な
「
有
本
」
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
、
そ
う
す
る
と
小
功
・
緦
麻
に
服
す
る
殤
者
の
麻
絰
も
ま
た

「
有
本
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。
一
方
で
、「
下
殤
は
則
ち
否
せ
ず
」
で
あ
れ
ば
、

本
服
が
期
で
あ
る
下
殤
は
、
本
服
が
大
功
で
あ
る
中
殤
よ
り
も
軽
い
扱
い
を
受

け
る
こ
と
に
な
っ
て
情
理
に
合
わ
な
い
。
そ
う
考
え
て
本
服
が
期
の
「
下
殤
小

功
」
の
麻
絰
は
「
有
本
（
＝
不
絶
本
）」
で
、
三
年
の
葛
を
変
ず
る
こ
と
が
で

き
る
と
し
た
の
が
、
上
の
喪
服
小
記
篇
の
規
定
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の

喪
服
小
記
篇
の
規
定
を
導
く
ロ
ジ
ッ
ク
に
従
え
ば
、
本
服
が
期
の
殤
喪
の
麻
絰

は
み
な
「
有
本
」
と
な
っ
て
、
服
問
篇
の
「
殤
長
中
」
も
鄭
玄
説
と
は
反
対
に

本
服
が
期
の
者
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
で
あ
れ
ば
、
大
功
殤
は
「
有

本
」、
小
功
殤
は
本
服
が
期
の
者
に
限
っ
て
「
有
本
」
で
他
は
「
無
本
」
と

な
っ
て
、
こ
の
方
が
情
理
に
適
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
う
。

　

こ
の
殤
者
の
喪
が
重
複
し
た
場
合
の
議
論
を
、
鄭
玄
は
間
伝
篇
最
末
尾
の
規

定
の
解
釈
に
持
ち
込
ん
で
い
く
の
で
あ
る
が
、
話
の
順
序
と
し
て
、
間
伝
篇
で

喪
の
重
複
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
部
分
を
最
初
か
ら
順
に
見
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

間
伝
篇
は
三
段
階
の
過
程
を
経
て
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
29 

、
そ
の
最
後
の

段
階
で
付
加
さ
れ
た
篇
末
の
部
分
で
親
族
の
喪
が
重
複
し
た
場
合
に
つ
い
て
専

論
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
形
の
上
で
は
、
直
前
の
文
章57-11a

、

期
而
小
祥
、
練
冠
縓
緣
、
要
絰
不
除
。
男
子
除
乎
首
、
婦
人
除
乎
帶
。
男

子
何
爲
除
乎
首
也
、
婦
人
何
爲
除
乎
帶
也
。
男
子
重
首
、
婦
人
重
帶
。
除

服
者
先
重
者
、
易
服
者
易
輕
者
。
又
期
而
大
祥
、
素
縞
麻
衣
。
中
月
而

禫
、
禫
而
纖
、
無
所
不
佩
。

死
後
一
年
で
小
祥
祭
を
す
る
に
は
、
縓あ

か

の
緣
ど
り
の
練
冠
で
、
要
絰
は
除
か
な
い
。

男
子
は
首
絰
を
除
き
、
婦
人
は
帯
絰
を
除
く
。
男
子
は
ど
う
し
て
首
絰
を
除
き
、

婦
人
は
ど
う
し
て
帯
絰
を
除
く
の
か
。
男
子
は
首
を
重
ん
じ
、
婦
人
は
帯
を
重
ん
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じ
る
。
喪
服
を
除
く
の
に
は
重
い
者
を
先
に
し
、
喪
服
を
（
軽
い
者
に
）
易
え
る

の
に
は
軽
い
者
か
ら
易
え
る
の
だ
。
さ
ら
に
一
年
で
大
祥
祭
を
す
る
に
は
、
素
の

縞
冠
に
麻
衣
を
着
け
る
。
月
を
へ
だ
て
て
禫
祭
を
し
、
禫
祭
を
し
て
纖
の
冠
を
着

け
、
飾
り
の
類
で
佩
び
な
い
も
の
は
な
く
な
る
。

に
見
え
る
「
服
を
易
ふ
る
に
は
軽
き
者
を
易
ふ
」
を
受
け
て
、「
服
を
易
ふ
る

は
、
何
為
れ
ぞ
軽
き
者
を
易
ふ
る
」
と
議
論
を
開
始
し
て
い
く
。
た
だ
、
こ
こ

に
は
（
意
図
的
に
で
は
あ
ろ
う
が
）
議
論
の
す
り
替
え
が
生
じ
て
い
る
。

　

上
に
引
い
た
部
分
は
喪
服
の
変
除
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
で
、
小
祥
と
大
祥

と
に
挟
ま
れ
た
部
分
は
、
直
接
的
に
は
小
祥
後
に
男
子
は
首
絰
を
、
女
子
は
腰

絰
を
除
く
こ
と
を
問
題
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
葬
後
の
受
服
の
際
に
男
子
は

腰
絰
を
、
女
子
は
首
絰
を
麻
か
ら
葛
に
易
え
る
こ
と
に
つ
い
て
も
あ
わ
せ
て
論

じ
て
い
る
。
男
子
は
首
を
、
女
子
は
腰
（
帯
）
を
重
ん
じ
、
服
を
易
え
る
場
合

に
は
軽
い
も
の
か
ら
、
服
を
除
く
場
合
に
は
重
い
も
の
か
ら
と
い
う
原
則
に
従

う
か
ら
、
そ
う
な
る
と
説
明
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　

葬
後
の
受
服
を
言
う
、
士
虞
記43-9a

の
「
丈
夫
は
絰
帯
を
廟
門
の
外
に
説
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麻
、
腰
絰
が
斬
衰
練
後
の
葛
、
女
子
は
そ
の
逆
と
な
る
か
ら
、
い
ず
れ
も
「
麻
」

「
葛
」
が
一
身
上
に
「
重
な
る
」
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
次
は
、

齊
衰
之
喪
、
既
虞
卒
哭
、
遭
大
功
之
喪
、
麻
葛
兼
服
之
。

斉
衰
の
喪
が
、
既
に
虞
・
卒
哭
を
終
え
て
（
受
服
し
た
後
に
）、
大
功
の
喪
に
遭
っ

た
場
合
は
、
麻
と
葛
と
を
兼
ね
て
服
す
る
こ
と
に
な
る
。

で
あ
り
、
下
文
を
参
照
す
れ
ば
、「
重
き
者
」
に
は
斉
衰
の
葛
絰
、「
軽
き
者
」

に
は
大
功
の
麻
絰
を
付
け
る
こ
と
を
言
う
よ
う
で
、
麻
・
葛
が
一
身
上
に
重
な

る
こ
と
は
上
と
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
、「
重
き
者
」
に
お
け
る
斉
衰

の
葛
が
大
功
の
麻
を
兼
ね
、「
軽
き
者
」
に
お
け
る
大
功
の
麻
が
斉
衰
の
葛
を

兼
ね
る
と
し
て
、「
麻
葛
兼
ね
て
之
に
服
す
」
と
言
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
間
伝
篇
は
次
の
文
章
で
締
め
く
く
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

斬
衰
之
葛
與
齊
衰
之
麻
同
、
齊
衰
之
葛
與
大
功
之
麻
同
、
大
功
之
葛
與
小

功
之
麻
同
、
小
功
之
葛
與
緦
之
麻
同
、
麻
同
則
兼
服
之
。
兼
服
之
、
服
重

者
則
易
輕
者
也
。

斬
衰
の
葛
絰
（
の
太
さ
）
は
斉
衰
の
麻
絰
と
同
じ
、
斉
衰
の
葛
絰
（
の
太
さ
）
は

大
功
の
麻
絰
と
同
じ
、
大
功
の
葛
絰
（
の
太
さ
）
は
小
功
の
麻
絰
と
同
じ
、
小
功

の
葛
絰
（
の
太
さ
）
は
緦
麻
の
麻
絰
と
同
じ
で
、
麻
絰
（
の
太
さ
）
が
同
じ
て
あ

れ
ば
（
上
位
の
葛
絰
を
）
兼
ね
る
形
で
麻
絰
を
服
す
る
の
だ
。
こ
の
兼
ね
て
服
す

る
に
お
い
て
は
、
重
い
者
に
（
前
喪
の
絰
を
）
服
す
れ
ば
、
軽
い
者
を
（
後
喪
の

絰
に
）
易
え
る
の
で
あ
る
。

一
つ
上
の
等
級
の
喪
の
受
服
の
葛
絰
と
、
一
つ
下
の
等
級
の
成
服
の
麻
絰
の
太

さ
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
言
い
、
新
喪
の
同
じ
太
さ
の
麻
絰
は
、
前
喪
の
同
じ

太
さ
の
葛
絰
を
「
兼
ね
る
」
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
上
文
に
「
麻
葛
兼
ね
て
之

に
服
す
」
と
あ
る
か
ら
、「
麻
同
じ
け
れ
ば
則
ち
」
の
「
麻
」
字
は
無
い
方
が

よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
あ
る
い
は
「
斬
衰
の
葛
」
は
「
斉
衰
の
麻
」
を

「
兼
ね
る
」
こ
と
が
な
い
か
ら
（
こ
こ
で
は
斬
衰
男
子
の
受
服
で
首
絰
は
変
じ

な
い
も
の
と
し
て
い
る
）、「
麻
」
に
限
定
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
末
尾

の
「
兼
ね
て
之
に
服
す
る
は
、
重
き
者
に
服
す
れ
ば
、
則
ち
軽
き
者
を
易
ふ
」

は
32 

、
以
上
の
議
論
全
体
の
原
則
を
示
し
て
お
り
、
前
喪
の
受
服
後
に
ラ
ン
ク

が
一
つ
下
の
後
喪
に
遇
え
ば
、「
重
き
者
」（
男
子
は
首
、
女
子
は
腰
）
に
前
喪

の
受
服
の
絰
を
着
け
、「
軽
き
者
」（
男
子
は
腰
、
女
子
は
首
）
は
後
喪
の
成
服

の
絰
に
易
え
、
こ
の
場
合
に
の
み
「
兼
ね
る
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を

言
う
。
こ
こ
で
「
重
き
者
に
服
す
」
と
「
軽
き
者
を
易
ふ
」
を
「
則
」
字
で
結

ん
で
い
る
の
は
、「
重
き
者
に
（
前
喪
の
服
を
）
服
」
さ
な
い
場
合
、
す
な
わ

ち
、
斬
衰
の
練
後
に
お
い
て
「
重
き
者
」
に
後
喪
の
成
服
の
琶
∵
∵辿

は
昻
結

の
練
倹
お

暼

輦
服

こ

蟻
ロ
�
∵
ブ
斬
の
 

Å
易
き
言
目
彀
ゐ
ゐ
叙
結
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よ
う
な
原
則
が
よ
う
や
く
語
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
部
分
で
「
大
功
の
葛
は
小
功
の
麻
と
同
じ
、
小
功
の
葛
は
緦

の
麻
と
同
じ
」
と
し
小
功
以
下
の
麻
絰
が
上
位
の
葛
絰
を
兼
ね
る
と
す
る
の

は
、
上
の
服
問
篇
の
「
緦
の
麻
は
小
功
の
葛
を
変
ぜ
ず
、
小
功
の
麻
は
大
功
の

葛
を
変
ぜ
ず
」
と
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る
。
前
者
は
小
功
・
緦
麻
の
麻
が
一

つ
上
の
葛
に
変
わ
る
こ
と
を
言
い
、
後
者
は
こ
れ
が
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
言
う

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
意
識
し
た
も
の
か
、
こ
の
最
後
の
部
分
と
の
重
複
文
を

載
せ
る
喪
服
小
記
篇33-2b
は
「
斬
衰
の
葛
は
斉
衰
の
麻
と
同
じ
、
斉
衰
の
葛

は
大
功
の
麻
と
同
じ
」
の
二
句
し
か
記
し
て
い
な
い
。
麻
絰
の
「
有
本
」
を
葛

絰
と
の
交
代
の
条
件
と
考
え
る
喪
服
小
記
篇
の
篇
者
と
し
て
は
、
こ
の
下
の
二

句
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
例
に
よ
っ
て
鄭
玄15b9

は

両
者
を
調
停
し
よ
う
と
し
て
、

小
功
以
下
、
則
於
上
皆
無
易
焉
。
此
言
大
功
之
葛
與
小
功
之
麻
同
、
小
功

之
葛
與
緦
之
麻
同
、
上
爲
大
功
之
殤
長
中
言
之
。

小
功
以
下
は
、
上
位
の
喪
に
対
し
（
そ
の
絰
を
）
易
え
る
こ
と
が
な
い
。
こ
こ
で

「
大
功
の
葛
は
小
功
の
麻
と
同
じ
、
小
功
の
葛
は
緦
の
麻
と
同
じ
」
と
言
っ
て
い
る

の
は
、
上
篇
の
大
功
の
長
殤
・
中
殤
（
小
功
・
緦
麻
で
あ
り
な
が
ら
上
位
の
喪
の

絰
と
易
え
る
と
す
る
の
）
の
為
に
言
っ
た
も
の
だ
。

と
論
じ
て
い
る
。
上
で
見
た
服
問
篇
の
殤
者
の
例
が
存
在
す
る
か
ら
、「
大
功

の
葛
は
小
功
の
麻
と
同
じ
、
小
功
の
葛
は
緦
の
麻
と
同
じ
」
と
あ
る
の
だ
、
と

す
る
の
で
あ
る
が
、
間
伝
篇
の
文
章
を
見
る
限
り
、
こ
の
二
句
を
特
別
視
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
服
問
篇
の
作
者
と
間
伝
篇
の
こ
の
部
分
の
作
者
と
で
は
そ

も
そ
も
考
え
方
が
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

両
者
の
考
え
を
分
け
る
の
は
、
麻
の
「
本
」
の
有
無
に
注
目
す
る
か
否
か
に

あ
り
、
間
伝
篇
は
麻
の
「
本
」
の
有
無
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
し
て
な
い
。
こ

こ
で
三
つ
の
可
能
性
が
考
え
得
る
。
ひ
と
つ
は
、
麻
の
「
本
」
の
有
無
に
注
目

す
る
服
問
篇
の
よ
う
な
議
論
が
先
に
あ
り
、
こ
の
議
論
を
削
除
す
る
形
で
よ
り

簡
明
な
原
則
を
打
ち
立
て
た
の
が
間
伝
篇
で
あ
る
可
能
性
、
ひ
と
つ
は
、
間
伝

篇
の
議
論
を
基
礎
に
し
て
、
そ
こ
に
麻
の
「
本
」
の
有
無
に
注
目
し
た
議
論
を

持
ち
込
ん
で
間
伝
篇
の
説
に
修
正
を
加
え
た
の
が
服
問
篇
で
あ
る
可
能
性
、
も

う
ひ
と
つ
は
、
両
者
が
互
い
に
接
点
を
持
つ
こ
と
無
く
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
議
論

を
展
開
し
た
篇
で
あ
る
可
能
性
で
あ
る
。
現
時
点
で
の
論
者
は
二
番
目
の
可
能

性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
が
、
上
記
の
議
論
だ
け
で
こ
の
可
能

性
に
絞
り
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
服
問
篇
と
間
伝
篇
の
成
立
の
先
後
や
雑
記

篇
・
喪
服
小
記
篇
等
に
見
え
る
関
連
す
る
記
述
の
先
後
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

親
族
の
喪
が
重
複
し
た
場
合
の
議
論
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
ひ
ろ
く
喪
礼
に
関

す
る
議
論
の
展
開
の
全
体
を
見
渡
し
た
上
で
、
よ
り
精
確
な
判
断
を
下
し
て
い

く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、『
礼
記
』
に
見
え
る
親
族
の
喪
が
重
複
し
た

場
合
に
つ
い
て
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
以
上
で
一
通
り
の
検
討
を
終
え
た
こ
と

に
な
る
。

　
　
　
お
わ
り
に

　

喪
が
重
複
す
る
の
は
親
族
の
喪
だ
け
で
は
な
い
。「
君
」
に
対
し
て
斬
衰
三

年
に
服
す
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
君
臣
関
係
を
主
と
し
た
非
血
縁
の
喪
が
重
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複
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
場
合
の
議
論
も
曾
子
問
篇
を
中
心
に
し
て
少
な
か

ら
ぬ
議
論
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
議
論
に
お
い
て
は
、
親
族
の
喪
が
重
複

し
た
場
合
に
は
問
わ
れ
て
い
な
い
二
つ
の
要
素
が
さ
ら
に
付
け
加
わ
っ
て
く

る
。
ひ
と
つ
は
、
親
族
関
係
と
君
臣
関
係
を
ど
の
よ
う
に
調
和
さ
せ
て
い
く
か

で
あ
り
、
ひ
と
つ
は
、
身
分
の
違
い
に
よ
る
礼
、
特
に
大
夫
以
上
の
礼
を
ど
の

よ
う
に
構
成
し
て
い
く
か
、
で
あ
る
。
特
に
後
者
に
つ
い
て
は
、
喪
大
記
篇
を

中
心
と
し
て
『
礼
記
』
諸
篇
に
散
見
す
る
大
夫
以
上
の
喪
礼
に
つ
い
て
の
記
述

と
の
関
係
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
そ
の
分
析
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

ま
た
五
等
の
服
に
は
含
ま
れ
な
い
も
の
の
、
弔
問
す
べ
き
間
柄
の
喪
も
含
め

れ
ば
、
よ
り
広
い
範
囲
で
の
喪
の
重
複
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
本
論
に
お
い

て
は
、
親
族
の
喪
が
重
複
し
た
場
合
と
同
じ
部
分
で
議
論
さ
れ
て
い
る
も
の
に

限
っ
て
、
弔
問
に
関
す
る
記
述
を
あ
わ
せ
検
討
し
た
が
、
そ
こ
で
は
喪
の
等
級

や
喪
の
段
階
の
関
係
で
弔
問
が
許
可
さ
れ
る
条
件
が
議
論
さ
れ
て
い
た
。
喪
の

等
級
や
喪
の
段
階
に
応
じ
て
禁
じ
ら
れ
る
事
柄
、
許
さ
れ
る
事
柄
を
議
論
す
る

の
は
広
い
意
味
で
の
変
除
礼
の
議
論
に
属
し
、
弔
問
の
可
否
に
つ
い
て
も
こ
の



十
九

広島大学文学部論集　第82巻19

場
合
の
規
定
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
す
れ
ば
、
遠
兄
弟
の
喪
に
つ
い
て

は
、
前
喪
の
殯
を
啓
く
以
前
の
期
間
中
に
後
喪
に
奔
る
の
が
難
し
い
場
合
が

少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
の
哭
位
を
示
し
た
の
が
後
者

で
、
た
だ
、
国
内
で
あ
れ
ば
必
ず
喪
に
奔
る
べ
き
こ
と
を
求
め
た
の
が
「
国

を
同
じ
く
す
れ
ば
、
則
ち
…
」
の
規
定
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

5 

檀
弓
上
篇6-19b
「
魯
婦
人
之
髽
而
弔
也
、
自
敗
於
臺
鮐
始
也
」
も
、
親
族

の
喪
と
弔
問
が
重
複
し
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
非
礼
に
つ
い
て
の
記
事
と
言
え

る
が
、
喪
が
重
複
し
た
場
合
の
礼
に
記
事
の
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。

6 

「
期
之
喪
」
以
下
の
十
八
字
は
も
と
「
三
年
之
喪
」
の
上
に
あ
り
。
鄭
注

12b2

「
此
謂
父
在
爲
母
也
。
當
在
練
則
弔
上
、
爛
脱
在
此
」
に
従
い
移
す
。

7 

雑
記
上
注41-1b10

「
斬
衰
齊
衰
之
喪
、
練
皆
受
以
大
功
之
衰
、
此
謂
之
功

衰
」、
雑
記
下
注42-12b4

「
功
衰
、
既
練
之
服
也
」
参
照
。

8 

鄭
注12b5

「
父
在
爲
母
、
功
衰
可
以
弔
人
者
、
以
父
在
故
、
輕
於
出
也
」

に
依
る
。

9 

以
下
の
論
に
お
い
て
は
、『
礼
記
』
の
条
文
が
大
夫
以
上
の
礼
を
問
題
と
し

て
い
る
場
合
を
除
き
、
士
の
場
合
を
例
と
し
て
議
論
を
進
め
て
い
く
。

10 

こ
の
こ
と
を
含
め
て
、
以
下
、
変
除
礼
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
喪
服
の
変
除

に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
東
洋
古
典
学
研
究
』
第
五
三
集
、
二
〇
二
二
年
）

参
照
。

11 

既
夕
礼40-5b

、
士
虞
礼
記43-11b

「（
卒
哭
）
明
日
以
其
班
祔
」
参
照
。

12 

士
虞
記43-4a

「
始
虞
用
柔
日
、
…5b

再
虞
皆
如
初
日
、
…
三
虞
卒
哭
他
用

剛
日
、
亦
如
初
。」
注5b4

「
丁
日
葬
、
則
己
日
再
虞
。
…5b8

士
則
庚
日
三

虞
、
壬
日
卒
哭
。」

13 

鄭
注
の
「
假
令
父
死
在
前
月
」
を
疏4a6

が
（
曲
）
解
し
て
「
前
月
謂
母
死

前
之
月
也
。
或
一
月
或
二
月
三
月
、
但
是
未
葬
之
間
、
皆
是
前
月
、
未
必
唯

母
死
前
之
一
月
也
」
と
言
う
の
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
記
述
か
ら
父
の
殯
の
み
な
ら
ず
母
の
殯
が
啓
か
れ
な
い
う
ち
は

他
方
の
葬
儀
を
行
わ
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
「
父

（
母
）
の
殯
」「
母
（
父
）
の
葬
日
」
と
し
た
の
は
そ
れ
故
で
あ
る
。

14 

『
荀
子
』
礼
論
篇
に
「
故
殯
久
不
過
七
十
日
，
速
不
損
五
十
日
」
と
あ
っ
て

殯
の
期
間
に
幅
が
設
け
ら
れ
て
い
る
し
、
そ
も
そ
も
葬
日
は
卜
占
に
よ
っ
て

定
め
ら
れ
る
か
ら
死
日
か
ら
葬
日
ま
で
の
期
間
は
常
に
一
定
で
あ
る
と
は
限

ら
な
い
。
よ
っ
て
殯
の
期
間
を
あ
る
程
度
調
整
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

15 

「
次
」
に
つ
い
て
は
、
疏8b10

「
行
葬
不
哀
次
者
、
次
謂
大
門
外
之
右
、
平

生
待
賓
之
處
」
に
依
っ
て
解
し
て
お
く
が
、
既
夕
礼40-5a1

で
反
哭
後
に

「
乃
就
次
（
注
：
次
倚
廬
也
）」
と
言
わ
れ
る
喪
居
の
「
次
」
に
解
す
る
方
が

よ
い
と
思
わ
れ
る
。

16 

こ
の
句
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
鄭
注8b4

「
殯
當
爲
賓
、
聲
之
誤
也
。
辭
於

賓
、
謂
告
將
葬
啓
期
也
」
に
従
っ
て
お
く
。

17 
と
は
い
え
、
葬
と
初
虞
が
柔
日
を
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
先
葬
者
の
葬
を
終

え
、
翌
日
に
後
葬
者
の
啓
殯
を
し
、
そ
の
翌
日
に
埋
葬
し
て
後
葬
者
の
初
虞

を
終
え
て
、
そ
の
翌
々
日
の
柔
日
に
よ
う
や
く
先
葬
者
の
初
虞
が
行
わ
れ
る
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こ
と
に
な
っ
て
、
先
葬
者
に
対
し
て
は
葬
日
か
ら
初
虞
に
至
る
ま
で
に
最
短

で
も
五
日
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
鄭
玄
に
従
っ
て
「
辭
於
殯
」

を
解
し
て
お
い
た
が
、
既
夕
礼38-1b

で
啓
期
を
告
げ
る
に
あ
た
っ
て
は

「
告
于
賓
」
と
「
告
」
字
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
あ
る
い
は
こ

の
句
は
、
先
葬
者
の
葬
儀
で
奠
を
替
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
殯
に
詫
び
る

の
意
味
で
、「
遂
脩
葬
事
」
は
先
葬
者
の
葬
儀
に
引
き
続
い
て
後
葬
者
の
啓

殯
を
行
う
こ
と
を
意
味
し
、
こ
の
場
合
は
日
の
剛
柔
を
問
わ
ず
先
葬
者
の
初

虞
も
後
葬
者
の
初
虞
に
引
き
続
い
て
行
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
も

知
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
先
葬
者
の
初
虞
は
葬
日
か
ら
一
日
を
隔
て
て

行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

18 

鄭
注1a5

「
除
服
、
謂
祥
祭
之
服
也
」
参
照
。

19 

鄭
注1b1

「
顈
、
草
名
、
無
葛
之
郷
、
去
麻
則
用
顈
」
参
照
。

20 

前
の
二
条
が
、
前
喪
の
「
父
之
喪
」「
諸
父
昆
弟
之
喪
」
の
除
喪
の
服
に
つ

い
て
問
題
に
し
て
い
る
以
上
、
こ
こ
で
「
如
三
年
之
喪
」
と
言
わ
れ
る
「
三

年
之
喪
」
も
ま
た
前
喪
を
指
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
鄭
注1a10

が
「
此

主
謂
先
有
父
母
之
服
、
今
又
喪
長
子
者
」
と
す
る
の
は
、
こ
の
「
三
年
之

喪
」
を
誤
っ
て
後
喪
と
解
し
た
も
の
と
思
う
。

21 

こ
の
条
の
解
釈
は
孫
希
旦
に
従
う
。
注
10
前
掲
拙
稿
参
照
。

22 

こ
の
子
游
言
は
父
母
の
喪
の
重
複
に
限
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
上
の
最
初
の
条

よ
り
汎
用
性
を
持
つ
か
ら
、
あ
る
い
は
上
の
最
初
の
条
の
方
が
先
で
、
そ
の

正
当
性
を
証
す
る
た
め
に
後
に
子
游
に
託
さ
れ
て
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
虚
構

さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

23 

こ
の
よ
う
に
解
し
た
場
合
は
、
極
端
に
言
え
ば
、
た
ま
た
ま
そ
の
日
に
仮
寓

し
て
い
た
客
が
「
宮
中
」
で
亡
く
な
っ
た
場
合
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る

が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
ま
で
こ
こ
に
含
ま
れ
る
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な

い
。

24 

も
ち
ろ
ん
、
単
に
時
代
に
よ
る
語
彙
の
変
化
、
ま
た
は
地
域
に
よ
る
語
彙
の

違
い
で
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。

25 

こ
れ
を
全
く
延
期
し
な
か
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
例
え
ば
、
父
母

の
葬
日
に
「
昆
弟
」
が
亡
く
な
っ
た
場
合
、
そ
の
初
虞
は
と
も
か
く
と
し

て
、
二
虞
を
新
喪
の
殯
と
同
日
に
行
う
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
は
思
え
な

い
。

26 

金
榜
『
礼
箋
』（『
皇
清
経
解
』
巻
五
五
六
）「
反
三
年
之
練
葛
」
が
す
で
に

こ
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。

27 

「
長
殤
」「
中
殤
」「
下
殤
」
の
年
齢
に
つ
い
て
は
、
喪
服
伝
（
大
功
殤
章
）

31-14a

に
「
年
十
九
至
十
六
爲
長
殤
、
十
五
至
十
二
爲
中
殤
、
十
一
至
八
歲

爲
下
殤
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

28 

『
通
典
』
礼
五
十
七
「
長
殤
中
殤
變
三
年
之
葛
議
」
引
く
庾
蔚
之
も
こ
の
条

に
つ
い
て
「
當
是
論
周
（
＝
期
）
殤
之
大
功
。
若
是
大
功
之
殤
、
記
當
明

之
。
周
殤
最
在
上
、
所
以
不
言
周
耳
」
と
言
う
。

29 

注
10
前
掲
の
拙
稿
参
照
。

30 
川
原
寿
市
『
儀
礼
釈
攷
（
士
虞
礼
）』（
朋
友
書
店
、
一
九
七
六
年
）
八
六
頁

お
よ
び
二
二
七
頁
注
110
は
間
伝
篇
の
こ
の
部
分
を
引
い
て
、
こ
の
士
虞
記
の

「
絰
帯
」
を
腰
絰
の
み
を
指
す
と
解
し
て
い
る
。
こ
の
記
文
の
解
釈
と
し
て
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こ
れ
が
正
し
い
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
間
伝
篇
の
作
者
に
よ
る
記
文
の

理
解
を
示
し
た
も
の
と
し
て
は
こ
れ
が
正
し
い
と
思
う
。

31 
こ
こ
で
の
「
包
」
は
下
文
の
「
兼
」
と
実
質
的
に
同
じ
意
味
で
あ
る
が
、

「
特
」
と
対
に
な
る
も
の
と
し
て
「
兼
」
と
は
別
の
語
を
用
い
た
の
で
あ
ろ

う
。

32 

こ
の
句
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
孫
希
旦
『
礼
記
集
解
』
の
「
兼
服
之
者
、
謂

兼
輕
重
服
之
絰
帶
而
服
之
也
。
服
重
者
、
謂
爲
重
喪
服
其
重
者
、
謂
男
子
首

絰
、
婦
人
要
帶
也
。
易
輕
者
、
謂
以
輕
服
易
其
輕
者
、
謂
男
子
要
帶
、
婦
人

首
絰
也
」
が
最
も
簡
に
し
て
要
を
得
た
も
の
と
思
う
。

（
付
記
）
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
２
０
Ｋ
０
０
０
５
３
に
よ
る
成
果
の
一

部
で
あ
る
。
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On the Case of the Overlapping Mourning of Relatives

Takayasu SUENAGA

The many volumes of  contain no small number of provisions 

regarding cases of overlapping mourning of relatives. In principle, where two relatives have died, 

priority should be given to the more serious mourning. However, as the stages of mourning change 

with the passage of time from the date of death, the response of the bereaved will differ depending 

on which stage of the ongoing mourning period has been reached when the newly deceased family 

member passes away.

This essay examines the provisions for the overlapping mourning of relatives described in 

various volumes of The Book of Rites, analyzes the thought behind each of these rules, and by 

establishing the sequence of relations between them, elucidates an important aspect of the study of 

the early Rites.

The discussion of overlapping mourning is inseparable from the argument over 

(regulations regarding the kind of mourning clothes to wear according to changes in the stage of 

mourning) and the “Treatise on Subsidiary Points in Mourning Usages” (Vol. 37, ), 

which contains the most complete records on  of any volume of The Book of Rites, also 

includes the most comprehensive specifications of principles governing cases of overlapping 

mourning. However, this volume does not contain considerations of applying rank with hemp rope 

decorations based on the presence or absence of hemp roots, as seen in “Subjects For Questioning 

About the Mourning Dress” (Vol. 36, Fúwèn). This suggests that this volume does not reflect the 

final form of the discussion of overlapping mourning in The Book of Rites.


