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松
川
雅
信
著

『
儒
教
儀
礼
と
近
世
日
本
社
会

─
闇
斎
学
派
の
『
家
礼
』
実
践
』

（
勉
誠
出
版
・
二
〇
二
〇
年
）

田
　
世
　
民

　

本
書
は
、
著
者
松
川
雅
信
氏
が
二
〇
一
七
年
三
月
に
立
命
館
大
学
大
学

院
文
学
研
究
科
に
提
出
し
た
博
士
学
位
論
文
に
大
幅
な
修
正
を
行
い
、
そ

し
て
最
新
の
研
究
成
果
を
加
え
て
ま
と
め
た
労
作
で
あ
る
。
主
題
は
儒
教

儀
礼
と
近
世
日
本
社
会
と
い
う
、
評
者
自
身
を
含
め
て
斯
界
で
最
近
一
定

の
関
心
が
集
ま
っ
て
い
る
も
の
で
、
本
書
の
世
に
送
ら
れ
た
こ
と
を
大
変

う
れ
し
く
思
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
本
書
の
構
成
を
以
下
に
掲
げ
て
お
く
。

　

序　

章

　
　

第
一
部　

浅
見
絅
斎
と
そ
の
周
辺

　

第�

一
章　
「
此
方
ナ
リ
」
の
『
家
礼
』
実
践

─
基
軸
と
し
て
の
「
本
」

と
「
文
」

　

第
二
章　
「
物
ナ
リ
」
の
思
考

─
「
格
物
」
と
喪
礼
実
践

　

第
三
章　
「
心
ノ
理
ナ
リ
」
に
よ
る
来
格

─
鬼
神
論
と
祭
礼
実
践

　
　

第�

二
部　

闇
斎
学
派
の
地
域
展
開
と
『
家
礼
』
実
践

─
尾
張
と
上

総
を
中
心
に

　

第�

四
章　

尾
張
藩
の
学
問
所
と
『
家
礼
』

─
蟹
養
斎
に
よ
る
喪
祭
礼

実
践
の
教
導

　

第�

五
章　

寺
請
・
寺
檀
体
制
下
の
『
家
礼
』
実
践

─
中
村
習
斎
と
尾

張
崎
門
派

　

第
六
章　
「
反
徂
徠
」
と
『
家
礼
』
実
践

─
稲
葉
黙
斎
と
上
総
道
学

　

終　

章

　

右
の
よ
う
に
、
本
書
は
大
き
く
二
部
構
成
か
ら
な
る
。
第
一
部
で
は
、

「
崎
門
三
傑
」
の
一
人
で
闇
斎
学
派
の
『
家
礼
』
実
践
を
考
え
る
上
で

キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と
も
言
え
る
浅
見
絅
斎
に
絞
っ
て
、
そ
の
喪
祭
礼
実
践
と

鬼
神
論
を
考
察
し
て
い
る
。
第
二
部
で
は
、
蟹
養
斎
と
中
村
習
斎
と
稲
葉

黙
斎
ら
の
闇
斎
学
派
儒
者
た
ち
が
、
絅
斎
の
『
家
礼
』
実
践
に
影
響
を
受

け
な
が
ら
、
門
人
た
ち
に
『
家
礼
』
実
践
の
教
導
を
試
み
た
り
、
喪
祭
礼

実
践
手
引
書
を
著
述
し
た
り
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
尾
張
と
上
総
で
地
域
活
動

を
展
開
さ
せ
て
い
た
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

二
部
六
章
に
亘
る
緻
密
な
考
察
に
先
立
っ
て
、
序
章
で
は
ま
ず
先
行
研

究
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
そ
の
達
成
状
況
と
問
題
点
を
指
摘
し
た
上
で
、

本
書
の
課
題
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
近
世
日
本
社
会
の
二
つ

の
要
素
（
儒
教
の
非
特
権
性
、
仏
教
の
社
会
的
優
位
）
が
儒
礼
の
展
開
を
阻

害
し
た
と
す
る
従
来
の
研
究
に
対
し
て
、
儒
礼
不
在
論
を
誤
り
と
し
な
が

ら
、
儒
者
た
ち
の
『
家
礼
』
へ
の
取
り
組
み
を
考
え
る
上
で
、
上
記
の
二

つ
の
要
素
は
依
然
と
し
て
大
き
な
前
提
と
し
て
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し

て
、
具
体
的
な
検
討
課
題
と
し
て
「『
家
礼
』
を
議
論
な
い
し
実
践
し
て

日本思想史学53-書評（合体）　　［出力］ 2021年9月30日　午後5時58分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



日本思想史学53〈2021〉　156

い
た
儒
者
達
は
、
儒
教
が
非
特
権
的
で
あ
り
、
か
つ
仏
教
が
優
位
だ
っ
た

近
世
日
本
社
会
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
い
か
に
向
き
合
っ
て
い
た
の
か
。

制
度
的
保
証
を
も
た
な
い
特
殊
技
能
者
で
あ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

儒
者
達
は
、
な
ぜ
『
家
礼
』
に
強
い
関
心
を
示
す
と
と
も
に
、
同
書
に
基

づ
く
喪
祭
礼
を
執
り
行
っ
て
い
た
の
か
。
逸
脱
が
困
難
だ
と
見
な
さ
れ
て

い
た
寺
請
・
寺
檀
体
制
と
の
間
で
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
に
折
り
合
い
を
つ

け
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
」（
一
五
頁
）、
と
い
っ
た
事
柄
が
提
示
さ
れ
る
。

　

次
に
、
上
記
課
題
の
解
決
に
用
い
ら
れ
る
素
材
で
あ
る
が
、
闇
斎
学
派

に
属
す
る
儒
者
た
ち
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
松
川
氏
が
予
め
断
っ
て
い
る

よ
う
に
、
闇
斎
学
派
と
い
う
限
ら
れ
た
素
材
だ
け
を
扱
う
こ
と
に
よ
る
偏

り
は
確
か
に
免
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
著
者
の
指
摘
に
も
あ

る
よ
う
に
、「
時
期
の
長
さ
、
事
例
の
多
さ
の
い
ず
れ
を
と
っ
て
み
て
も
、

近
世
日
本
で
闇
斎
学
派
以
上
に
精
力
的
に
『
家
礼
』
と
向
き
合
っ
て
い
た

儒
者
集
団
は
」（
一
七
頁
）、
ほ
か
に
存
在
し
な
い
。
そ
の
指
摘
に
賛
同
す

る
評
者
で
あ
る
が
、
実
は
こ
れ
ま
で
に
闇
斎
学
派
に
お
け
る
『
家
礼
』
へ

の
取
り
組
み
に
関
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
精
力
的
に
事
例
・
史
料
を
精
査
し
て

そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
思
想
史
を
は
じ
め
近
接
分
野
の
研
究
成
果
を

あ
た
う
限
り
掬
い
上
げ
、
こ
の
主
題
の
広
が
り
を
展
開
さ
せ
よ
う
と
し
た

研
究
者
を
、
ほ
か
に
見
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
著
者
は
『
家
礼
』
偽
作
説
を
め
ぐ
る
説
を
踏
ま
え
、
主
と
し

て
吾
妻
重
二
氏
の
仕
事
を
承
け
て
、『
家
礼
』
を
朱
熹
の
著
作
と
見
な
す

立
場
を
明
示
し
た
上
で
、『
家
礼
』
に
見
ら
れ
る
特
徴
を
①
想
定
さ
れ
る

実
践
者
と
し
て
の
「
士
庶
人
」、
②「
本
」
と
「
文
」
の
論
理
に
基
づ
く
儀

礼
改
変
の
志
向
、
③
仏
教
へ
の
態
度
、
と
い
う
三
点
に
絞
る
。
そ
し
て
、

各
章
の
論
述
内
容
は
、
こ
れ
ら
三
点
の
特
徴
と
大
き
く
関
わ
り
を
も
ち
つ

つ
、
展
開
さ
れ
て
い
く
。

　

第
一
章
で
は
浅
見
絅
斎
の
『
家
礼
』
を
め
ぐ
る
営
為
を
取
り
上
げ
る
。

評
者
以
前
の
仕
事
で
崎
門
派
と
く
に
絅
斎
の
『
家
礼
』
実
践
に
関
し
て
考

察
し
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
解
明
し
て
く
れ
て
、
非
常
に
読
み
応
え
の
あ

る
一
章
で
あ
る
。
著
者
は
、
絅
斎
の
「
理
」
を
朱
熹
「
家
礼
序
」
に
あ
る

「
本
」
と
捉
え
る
と
と
も
に
、「
本
」
と
「
文
」
の
論
理
と
い
う
絅
斎
の
一

貫
し
た
主
張
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
名
分
の
守
」「
愛
敬
の

実
」
と
い
う
「
本
」
の
原
則
に
基
づ
き
な
が
ら
、
日
本
社
会
の
風
俗
習
慣

に
相
応
し
い
形
で
、
個
々
の
儀
礼
作
法
と
し
て
の
「
文
」
を
改
変
し
て
い

く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
絅
斎
は
あ
く
ま
で
も
遺
骸
保
護
を
最

優
先
と
し
て
、
棺
の
製
作
を
何
よ
り
重
要
視
し
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と
を

裏
づ
け
る
た
め
に
火
葬
以
外
を
「
皮
毛
外
」
の
事
柄
と
見
な
す
と
い
う

『
朱
子
語
類
』
の
言
葉
を
引
い
て
い
た
。
こ
の
「
皮
毛
外
」
と
い
う
言
葉

は
、
絅
斎
の
み
な
ら
ず
、
彼
以
降
の
闇
斎
学
派
儒
者
の
喪
祭
礼
実
践
に
お

い
て
、
重
要
な
論
理
的
根
拠
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
、
著
者
は
証
明
し

て
く
れ
る
。
さ
ら
に
著
者
が
注
意
を
促
し
て
い
る
よ
う
に
、
絅
斎
は
寺
請

制
度
下
の
仏
式
儀
礼
に
対
し
て
些
か
も
忖
度
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
実
は
、

そ
れ
は
近
世
中
後
期
に
お
け
る
闇
斎
学
派
の
主
張
と
の
間
の
決
定
的
相
違

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
絅
斎
以
降
、
例
え
ば
強
斎
な
ど
の
儒
者
た
ち
は
、
仏

式
儀
礼
に
対
す
る
配
慮
を
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
絅
斎
は

「
庶
人
」
と
い
う
自
意
識
に
立
脚
し
て
、『
家
礼
』
と
そ
れ
以
外
の
儒
礼
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（
釈
奠
礼
な
ど
）
と
を
明
確
に
峻
別
し
な
が
ら
、
あ
る
種
「
社
会
改
良
」
を

企
図
し
て
『
家
礼
』
実
践
の
教
示
を
選
ん
だ
、
と
い
う
論
点
も
興
味
深
い
。

　

第
二
章
で
は
、
絅
斎
の
『
家
礼
』
へ
の
取
り
組
み
に
「
格
物
」
の
問
題

が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
絅
斎
に
お
い
て
、「
格
物
」

と
は
「
物
ナ
リ
」
に
「
理
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、「
物
」

を
離
れ
て
「
理
」
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、「
物
」
の
具

体
性
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
、「
理
」
を
抽
象
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る

『
性
理
字
義
』
の
説
を
批
判
し
、「
物
ナ
リ
」
に
思
考
す
る
「
格
物
」
の
必

要
性
を
力
説
す
る
。
そ
し
て
、
外
在
す
る
「
物
」
の
「
理
」
を
顧
み
る
こ

と
な
く
、
自
身
の
「
心
」
を
「
心
」
に
よ
っ
て
主
観
的
に
修
め
よ
う
と
す

る
同
時
代
の
「
心
学
」
的
思
潮
に
対
し
て
、
絅
斎
は
強
い
危
機
感
を
覚
え
、

全
面
的
に
批
判
し
て
い
た
。
彼
は
「
格
物
」
と
い
う
方
法
論
に
依
拠
し
て
、

「
此
方
ナ
リ
」
の
『
家
礼
』
実
践
の
あ
り
方
を
様
々
に
示
し
て
い
た
。
火

葬
容
認
論
批
判
や
葬
儀
の
場
面
に
お
け
る
瀝
青
・
秫
米
の
製
法
な
ど
も
、

そ
の
「
格
物
」
理
解
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
。
祠
堂
の
問
題
や
棺
製
作

の
問
題
を
含
め
て
、「
こ
の
よ
う
な
「
格
物
」
に
基
づ
く
『
家
礼
』
の
記

載
内
容
に
対
す
る
改
変
と
は
、
実
用
性
に
鑑
み
た
改
変
で
あ
る
と
同
時
に
、

近
世
日
本
社
会
の
実
状
に
合
わ
せ
た
喪
礼
実
践
の
た
め
の
改
変
で
も
あ
っ

た
」（
一
四
〇
頁
）
と
、
著
者
は
指
摘
す
る
。
ま
た
、
重
要
な
こ
と
に
、

『
家
礼
』
喪
祭
礼
を
実
際
に
執
り
行
お
う
と
試
み
た
闇
斎
学
派
儒
者
た
ち

は
、
絅
斎
の
そ
う
し
た
「
格
物
」
の
方
法
論
に
少
な
か
ら
ず
依
拠
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

近
世
日
本
で
『
家
礼
』
に
基
づ
く
祖
先
祭
祀
が
実
践
さ
れ
る
こ
と
を
希

求
し
て
い
た
絅
斎
は
、
鬼
神
来
格
説
に
お
い
て
「
陰
陽
の
鬼
神
」
に
関
し

て
は
朱
熹
の
主
張
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
た
も
の
の
、「
祭
祀
の
鬼
神
」
に
関
し

て
は
結
果
的
に
朱
熹
と
ズ
レ
を
孕
ん
だ
主
張
を
行
う
こ
と
に
至
っ
た
。
第

三
章
は
、
先
行
研
究
へ
の
批
判
的
検
討
を
踏
ま
え
て
上
記
の
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
好
論
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
絅
斎
が
鬼
神
来
格
の
場
面
で
用
い

る
〈
理
〉
は
、「
然
る
所
以
の
故
」「
当
に
然
る
べ
き
所
の
則
」
と
し
て
の

そ
れ
と
同
義
で
は
な
い
。「「
気
」
は
散
じ
る
も
の
の
、〈
理
〉
は
そ
の
こ

と
と
は
別
に
滅
び
る
こ
と
な
く
存
続
す
る
た
め
、
こ
の
〈
理
〉
を
根
拠
と

し
て
来
格
が
起
こ
る
と
、
絅
斎
は
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（
一
八
二

頁
）
と
、
著
者
は
論
述
す
る
。
ま
た
、
著
者
の
狙
い
は
、
絅
斎
の
鬼
神
来

格
説
を
検
討
し
て
そ
の
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
止
ま
ら
ず
、
彼
を

含
む
近
世
日
本
の
闇
斎
学
派
の
全
体
像
を
捉
え
る
こ
と
を
も
射
程
に
入
れ

て
い
る
。
実
際
、
本
章
で
は
崎
門
派
と
垂
加
派
と
の
鬼
神
来
格
を
め
ぐ
る

議
論
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
、
跡
部
良
顕
と
三
宅
尚
斎
と
松
岡
雄
淵
と
の

そ
れ
ぞ
れ
の
説
は
、
何
ら
か
の
形
で
絅
斎
に
影
響
を
受
け
て
い
た
と
分
析

し
て
い
る
。
絅
斎
が
朱
熹
「
答
廖
子
晦
」
第
二
書
（
細
か
い
な
が
ら
、
本

書
で
は
「
廖
」
の
字
を
誤
っ
て
「
寥
」
と
表
記
し
て
い
る
）
の
記
述
内
容
を

読
み
替
え
な
が
ら
示
し
た
「
心
ノ
理
ナ
リ
」
に
よ
る
鬼
神
来
格
説
は
、

「
垂
加
派
を
も
巻
き
込
む
形
で
、
す
ぐ
の
ち
の
闇
斎
学
派
に
小
さ
か
ら
ぬ

波
紋
を
投
げ
か
け
て
い
た
」（
二
〇
七
頁
）。
そ
の
意
味
で
、
絅
斎
は
死
や

死
者
へ
の
祭
祀
と
い
っ
た
問
題
を
め
ぐ
る
「
同
心
円
の
中
心
に
い
た
」

（
二
〇
九
頁
）
人
物
で
あ
る
。

　

第
四
章
は
、『
家
礼
』
理
解
に
お
い
て
明
ら
か
に
絅
斎
の
影
響
を
受
け
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た
蟹
養
斎
の
取
り
組
み
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
養

斎
は
身
分
・
階
層
的
等
差
の
問
題
を
意
識
し
て
、
神
道
式
喪
祭
礼
を
批
判

し
て
、『
家
礼
』
を
選
択
し
た
。
そ
し
て
、
門
人
た
ち
に
向
け
て
手
引
書

『
居
家
大
事
記
』
を
著
し
、『
家
礼
』
に
基
づ
く
喪
祭
礼
実
践
の
教
導
を
行

っ
て
い
た
。
養
斎
の
取
り
組
み
で
重
要
な
の
は
、
排
仏
論
の
回
避
な
い
し

檀
那
寺
と
の
共
存
（
儒
仏
併
用
）
を
図
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
火
葬
を

広
く
一
般
に
用
い
る
の
は
仏
教
本
来
の
教
え
で
は
な
い
と
主
張
す
る
こ
と

で
、
火
葬
と
仏
教
と
を
切
り
離
し
た
仏
教
批
判
を
展
開
し
、
仏
教
の
真
の

教
説
に
知
悉
し
な
い
「
文
盲
な
る
僧
」
に
限
っ
て
論
難
の
矛
先
を
向
け
て

い
た
。
仏
式
儀
礼
が
社
会
に
広
く
浸
透
し
て
い
た
事
実
を
認
識
し
た
養
斎

は
、
火
葬
を
退
け
つ
つ
も
仏
教
批
判
を
伴
わ
ず
に
遺
骸
保
護
を
行
お
う
と

し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
淫
祀
」
を
戒
め
、「
正
祀
」
た
る
祖
先
祭
祀
実

践
を
促
し
た
養
斎
が
戦
略
的
に
採
っ
た
の
は
、「
天
道
」
と
禍
福
に
依
拠

し
た
通
俗
的
論
法
だ
っ
た
と
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
興
味
深
い

の
は
、
養
斎
の
教
え
を
受
け
た
中
村
習
斎
の
指
摘
し
た
葬
儀
業
者
を
介
し

て
の
『
家
礼
』
式
の
棺
製
作
が
、
明
治
初
期
に
至
っ
て
も
実
施
さ
れ
続
け

て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　

第
五
章
で
は
、
な
ぜ
中
村
習
斎
が
『
家
礼
』
実
践
の
問
題
を
重
視
し
、

そ
し
て
手
引
書
『
喪
礼
俗
儀
』
を
著
し
た
の
か
、
ま
た
習
斎
を
承
け
た
尾

張
崎
門
派
の
人
々
は
い
か
に
そ
う
し
た
実
践
を
行
な
っ
て
い
た
の
か
、
と

い
っ
た
課
題
を
扱
っ
て
い
る
。
習
斎
は
、
世
の
「
通
俗
」
を
斟
酌
す
べ
し

と
す
る
『
家
礼
』
に
依
拠
し
て
、
近
世
日
本
の
通
俗
で
あ
る
戒
名
や
仏
式

位
牌
の
使
用
を
正
当
化
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
習
斎
に
お
い
て
は
「
不
作

仏
事
」
の
主
張
は
後
景
へ
と
退
い
た
の
み
な
ら
ず
、「
儒
仏
併
用
」
の
深

化
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。『
喪
礼
俗
儀
』
で
は
「
凡
喪
礼
死
者
皮
毛

外
の
事
ハ
大
義
を
失
ハ
ざ
る
の
事
」
を
掲
げ
、
実
施
・
採
用
す
べ
き
儀
礼

作
法
を
「
祠
后
土
」「
刻
誌
石
」
と
定
め
て
い
た
。
著
者
に
よ
れ
ば
、『
喪

礼
俗
儀
』
に
示
さ
れ
た
喪
礼
実
践
法
は
、「
孝
」
の
考
え
を
反
映
す
る
の

み
な
ら
ず
、
納
棺
・
埋
葬
の
領
域
に
仏
教
が
あ
ま
り
関
与
し
て
い
な
か
っ

た
と
い
う
近
世
日
本
社
会
の
葬
送
実
態
と
も
対
応
し
て
い
た
と
い
う
。
さ

ら
に
、
習
斎
が
「
修
己
」
レ
ベ
ル
で
儒
教
の
道
を
市
井
儒
者
と
し
て
実
践

を
試
み
た
と
い
う
事
例
の
よ
う
に
、
著
者
は
「
思
想
史
研
究
上
の
死
角
と

し
て
と
り
残
さ
れ
て
き
た
、
近
世
後
期
に
お
け
る
闇
斎
学
派
の
展
開
と
い

う
問
題
を
考
え
る
際
、『
家
礼
』
実
践
が
重
要
な
要
素
と
な
り
得
る
」（
三

一
二
頁
）
と
述
べ
て
、
こ
の
主
題
の
展
開
可
能
性
を
意
欲
的
に
示
し
て
い

る
。

　

前
章
に
引
き
続
き
、「
修
己
」
を
な
す
た
め
の
喪
礼
実
践
を
考
え
る
意

味
に
お
い
て
第
六
章
の
考
察
も
重
要
で
あ
る
。
稲
葉
黙
斎
は
、
徂
徠
学
を

批
判
し
て
「
修
己
」
の
観
点
か
ら
朱
子
学
復
活
を
説
い
た
も
の
の
、
そ
の

内
実
は
細
井
平
洲
ら
の
寛
政
正
学
派
の
そ
れ
と
は
違
う
も
の
と
著
者
は
論

述
し
て
い
る
。
黙
斎
は
、
徂
徠
学
者
へ
批
判
を
加
え
な
が
ら
、
上
総
道
学

の
門
人
た
ち
に
対
し
て
常
日
頃
か
ら
喪
礼
に
関
し
た
研
鑽
を
し
て
お
く
こ

と
の
必
要
性
を
説
き
述
べ
て
い
た
。「
皮
毛
外
」
を
論
拠
に
、『
家
礼
』
の

「
不
作
仏
事
」
を
「
為
仏
事
ト
シ
タ
ガ
趣
向
也
」
と
し
た
黙
斎
の
読
み
替

え
は
、「
極
め
て
創
造
的
な
営
為
」
で
あ
る
と
い
う
。
著
者
が
述
べ
る
に

は
、
檀
那
寺
に
叛
か
な
い
こ
と
こ
そ
が
「
不
作
仏
事
」
と
し
て
儒
仏
併
用

日本思想史学53-書評（合体）　　［出力］ 2021年9月30日　午後5時58分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



159　書　評

の
積
極
的
意
義
を
説
い
た
黙
斎
に
あ
っ
て
は
、「
墓
碑
に
法
名
を
刻
む
こ

と
や
、
檀
那
寺
に
金
銭
を
贈
与
す
る
こ
と
は
、
単
な
る
寺
請
・
寺
檀
体
制

へ
の
妥
協
や
譲
歩
で
は
断
じ
て
な
く
、「
永
久
の
謀
」
と
い
う
い
わ
ば
戦

略
的
意
図
に
基
づ
く
主
張
で
あ
っ
た
」（
三
四
六
頁
）
の
で
あ
る
。
留
意

す
べ
き
は
、
黙
斎
は
檀
那
寺
と
友
好
的
な
関
係
を
築
く
べ
き
で
あ
る
と
し

つ
つ
も
、
火
葬
に
限
っ
て
は
そ
れ
を
断
固
と
し
て
拒
絶
し
て
い
た
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
著
者
は
黙
斎
の
そ
う
し
た
取
り
組
み
を
〈
儒
者

意
識
〉
の
体
現
と
し
て
捉
え
、
自
ら
の
意
志
で
仕
官
の
途
を
絶
っ
て
清
名

幸
谷
村
へ
と
移
住
し
た
と
い
う
境
遇
の
よ
う
に
、「
幕
府
や
藩
と
は
深
い

関
わ
り
を
有
さ
な
い
在
村
の
儒
者
で
あ
っ
て
も
、
殆
ど
唯
一
実
践
可
能
な

儒
礼
と
し
て
、
あ
え
て
『
家
礼
』
を
選
び
と
っ
て
い
た
」（
三
六
〇
頁
）

と
指
摘
し
て
い
る
。
本
章
の
最
後
で
、「『
家
礼
』
実
践
に
着
目
す
る
こ
と

で
、
尾
張
崎
門
派
や
上
総
道
学
と
い
っ
た
近
世
後
期
に
お
け
る
闇
斎
学
派

の
地
域
展
開
を
、
思
想
史
上
に
適
切
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
」（
三
六
一
頁
）、
と
い
う
提
言
も
印
象
的
で
あ
る
。

　

最
後
の
終
章
に
お
い
て
は
、
各
章
の
考
察
結
果
に
基
づ
い
て
、
㈠
非
特

権
的
儒
教
の
逆
説
、
㈡
儒
仏
併
用
、
㈢
仏
式
儀
礼
を
め
ぐ
る
歴
史
性
と
限

定
性
、
㈣
闇
斎
学
派
の
再
定
位
と
論
点
を
ま
と
め
つ
つ
結
論
を
述
べ
て
い

る
。
そ
し
て
、
東
ア
ジ
ア
思
想
史
へ
展
開
す
る
見
通
し
を
提
示
し
て
い
て
、

本
書
の
高
い
完
成
度
を
見
せ
て
い
る
。

　

各
章
の
考
察
結
果
を
評
者
な
り
に
取
り
出
し
て
ま
と
め
て
み
た
。
以
下
、

本
書
を
通
読
し
て
気
づ
い
た
点
に
つ
い
て
、
感
想
め
い
た
コ
メ
ン
ト
を
二
、

三
述
べ
て
お
く
。

　

ま
ず
、
絅
斎
以
後
、
若
林
強
斎
な
ど
の
闇
斎
学
派
儒
者
は
、
仏
式
儀
礼

に
対
す
る
配
慮
を
主
張
し
た
り
、
儒
仏
併
用
論
を
唱
え
て
お
り
、
絅
斎
と

そ
れ
以
降
の
世
代
と
で
仏
教
へ
の
認
識
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し

た
の
は
、
本
書
の
大
き
な
成
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
全
体
の
論
述
と
し
て
、

特
に
二
部
に
お
い
て
闇
斎
学
派
儒
者
た
ち
が
檀
那
寺
と
折
り
合
い
を
つ
け

つ
つ
、
遺
骸
保
護
を
前
提
に
棺
製
作
や
埋
葬
を
執
り
行
う
こ
と
に
議
論
が

集
中
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
葬
儀
後
の
服
喪
の
問
題
を
は
じ
め
、

木
主
や
祖
先
祭
祀
の
仕
方
な
ど
に
関
す
る
取
り
組
み
へ
の
言
及
が
少
な
い
。

で
は
、
尾
張
崎
門
と
上
総
道
学
の
儒
者
た
ち
は
、
持
続
可
能
な
祖
先
祭
祀

の
あ
り
方
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
。
続
論
を
期
待
し
た

い
。

　

次
に
、
中
村
習
斎
が
喪
礼
に
お
い
て
「
祠
后
土
」「
刻
誌
石
」
と
い
う

儀
式
作
法
を
求
め
た
こ
と
と
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
刻
誌
石
に
関
し
て
は

習
斎
以
前
に
も
そ
の
こ
と
を
強
調
し
た
人
々
も
い
た
が
、「
祠
后
土
」
の

必
要
性
を
か
よ
う
に
唱
え
る
儒
者
は
寡
聞
な
が
ら
類
例
を
知
ら
な
い
。

「
通
俗
」
に
は
な
い
も
の
を
執
り
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、『
家
礼
』
に
基
づ

く
喪
礼
の
実
施
を
試
み
よ
う
と
い
う
強
い
決
意
と
し
て
理
解
し
て
も
よ
か

ろ
う
。
し
か
し
、
習
斎
が
土
地
の
神
を
ま
つ
る
と
い
う
儀
礼
に
拘
っ
た
理

由
は
、
単
に
遺
骸
保
護
と
「
孝
」
の
実
現
以
上
の
何
か
が
あ
る
は
ず
で
あ

る
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
は
習
斎
の
儒
礼
実
践
に
お
け
る
宗
教
性
の
問
題
と

も
関
わ
っ
て
い
る
た
め
、
掘
り
下
げ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
、
評
者
は

思
う
。

　

第
五
章
で
仏
式
位
牌
で
の
代
用
に
関
わ
る
段
落
で
、
習
斎
ら
の
闇
斎
学
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清
水
光
明
著

『
近
世
日
本
の
政
治
改
革
と
知
識
人

─
中
井
竹
山
と
「
草
茅
危
言
」』

（
東
京
大
学
出
版
会
・
二
〇
二
〇
年
）

横
山
　
俊
一
郎

　

本
書
は
、
近
世
大
坂
の
儒
学
者
・
中
井
竹
山
が
時
の
老
中
・
松
平
定
信

に
提
出
し
た
献
策
「
草
茅
危
言
」
に
注
目
し
、
そ
の
寛
政
改
革
と
の
関
係
、

さ
ら
に
そ
の
形
成
過
程
お
よ
び
受
容
過
程
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

具
体
的
に
は
、
①「
草
茅
危
言
」
に
収
録
さ
れ
た
様
々
な
政
策
構
想
は
、

い
か
な
る
経
緯
と
背
景
の
も
と
に
構
想
さ
れ
た
の
か
、
②
在
野
の
知
識
人

で
あ
る
竹
山
が
献
策
を
通
し
て
民
間
か
ら
幕
府
の
政
治
改
革
に
関
与
し
何

程
か
政
治
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
た
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
故
な
の

か
、
③「
草
茅
危
言
」
の
政
策
構
想
は
、
寛
政
改
革
に
際
し
て
ど
の
程
度

採
用
さ
れ
、
ど
の
く
ら
い
政
治
を
実
際
に
動
か
す
に
至
っ
た
の
か
、
と
い

っ
た
問
題
を
、
竹
山
が
生
き
た
同
時
代
の
政
治
・
社
会
の
諸
状
況
に
即
し

て
究
明
し
て
い
る
。

　

竹
山
が
学
主
を
つ
と
め
た
懐
徳
堂
は
、
こ
れ
ま
で
「
町
人
思
想
」
を
代

弁
す
る
学
問
所
の
ご
と
く
叙
述
さ
れ
て
き
た
。
著
者
は
こ
の
通
説
に
対
し
、

当
の
竹
山
は
隠
居
す
る
ま
で
「
竹
山
居
士
」
と
い
う
号
を
使
い
続
け
た
よ

う
に
、
仕
官
し
な
い
在
野
の
読
書
人
と
い
う
自
意
識
を
有
し
て
い
た
、
と

指
摘
す
る
。
ま
た
戦
前
以
来
の
懐
徳
堂
研
究
に
共
通
す
る
「
草
茅
危
言
」

派
以
外
に
懐
徳
堂
の
中
井
家
に
も
そ
の
よ
う
な
主
張
が
見
ら
れ
る
と
し
て
、

「
懐
徳
堂
学
派
の
中
井
家
も
ま
た
、
神
主
で
は
な
く
、
仏
式
位
牌
を
用
い

た
『
家
礼
』
実
践
を
主
張
し
て
い
た
」（
二
八
二
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
著
者
が
引
い
た
中
井
家
の
喪
祭
礼
実
践
手
引
書
『
喪
祭
私

説
』
の
、「
必
ず
し
も
神
主
を
作
る
に
別
に
せ
ず
、
唯
だ
世
俗
の
所
謂
位

牌
を
用
う
る
の
み
」
と
い
う
文
章
は
、
実
は
中
井
竹
山
自
身
の
主
張
で
は

な
く
、
俄
か
に
神
主
を
作
り
得
な
い
人
の
た
め
に
考
え
た
三
宅
石
庵
の
代

替
案
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
井
家
は
神
主
の
使
用
を
求
め
て
い
た
。

念
の
た
め
に
申
し
添
え
て
お
く
。

　

と
も
か
く
、
本
書
は
精
査
さ
れ
た
史
料
に
基
づ
い
て
緻
密
に
考
察
し
、

近
世
日
本
社
会
と
儀
礼
に
関
わ
る
先
学
の
仕
事
を
あ
た
う
限
り
掬
い
上
げ
、

意
欲
的
な
お
か
つ
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
論
述
を
行
な
っ
て
い
る
好
著
で
あ

る
。
心
よ
り
お
薦
め
す
る
。

�

（
国
立
台
湾
大
学
副
教
授
）

日本思想史学53-書評（合体）　　［出力］ 2021年9月30日　午後5時58分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組
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