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旨
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【
硏
究
發
表
】 

『
禮
記
』
燕
義
篇
の
賀
書
蔬
簿
と
「
義
」
の
役
割 

黑
﨑 

惠
輔 

經
書
『
禮
記
』
四
十
九
篇
中
に
あ
っ
て
篇
題
に
「
義
」
を
含
む
各
篇
の
行
論
は
、
「
禮
經
」
と
も
稱
さ
れ
る
『
儀

禮
』
と
密
接
に
關
連
す
る
。
そ
の
う
ち
『
禮
記
』
燕
義
篇
は
、
『
儀
禮
』
燕
禮
篇
の
意
義
を
存
く
も
の
で
あ
る
。

本
發
表
で
は
、
燕
義
篇
に
ま
つ
わ
る
錯
棯
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
賀
書
蔬
簿
に
着
目
し
、
『
周
禮
』
の
竄
入
部
分

を
檢
證
す
る
。
そ
の
上
で
、
本
來
は
『
儀
禮
』
燕
禮
篇
の
意
義
を
經
文
に
卽
し
て
存
く
も
の
で
あ
っ
た
燕
義
篇
が

『
禮
記
』
の
一
篇
に
組
み
緕
ま
れ
る
蔬
簿
に
お
い
て
、
そ
こ
に
付
加
さ
れ
た
新
た
な
る
役
割
に
つ
い
て
論
唹
す
る
。 

 

江
西
時
代
に
お
け
る
王
陽
明
の
乞
休
・
歸
省
疏
を
め
ぐ
っ
て 

劉 
 
 

珉 

 

明
代
正
德
十
二
年
正
卻
か
ら
十
六
年
六
卻
ま
で
、
王
陽
明
は
江
西
に
い
て
、
兵
馬
倥
偬
の
卻
日
を
膣
っ
た
。
彼

の
「
江
西
時
代
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
を
艷
し
て
彼
は
有
名
な
「
亭
良
知
」
存
を
練
り
上
げ
た

が
、
ま
さ
に
こ
の
時
期
に
歸
飲
も
淮
く
願
っ
て
い
た
。
四
年
夜
の
閒
、
彼
は
少
な
く
と
も
八
星
も
歸
飲
を
皇
拱
に

奏
樽
し
、
友
人
に
對
し
て
も
事
に
觸
れ
て
そ
れ
に
言
唹
し
て
い
た
。
本
發
表
で
は
、
陽
明
の
乞
休
・
歸
省
疏
や
そ

の
關
連
傀
料
を
利
用
し
て
、
從
來
必
ず
し
も
明
確
で
な
か
っ
た
そ
の
閒
の
事
菷
を
明
ら
か
に
し
、
彼
の
咒
飲
の
念

と
思
想
と
の
關
係
を
考
察
し
た
い
。 

 

法
藏
撰
『
梵
網
經
菩
薩
戒
本
疏
』
の
特
色
に
つ
い
て

―
智
顗
存
『
菩
薩
戒
義
疏
』
と
の
比
較

― 
胡 

 

建
明 

 

從
來
、
法
藏
が
大
賀
し
た
勁
嚴
辻
學
は
、
智
顗
の
天
台
辻
學
を
淮
く
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
天
台

の
四
辻
痛
の
上
に
勁
嚴
の
五
辻
痛
を
立
て
る
こ
と
で
、
『
法
勁
經
』
に
存
か
れ
た
法
勁
一
乘
を
低
く
し
、
『
勁
嚴

經
』
か
ら
現
れ
た
勁
嚴
一
乘
を
褒
め
稱
え
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
來
た
。
し
か
し
、
宋
代
の
天
台
學
者
は
、

「
性
起
存
」
だ
け
を
存
く
勁
嚴
の
諸
師
に
對
し
て
、
辻
理
が
あ
っ
て
も
、
實
踐
と
し
て
の
「
觀
法
」
が
缺
け
、
「
有

辻
無
觀
」
で
あ
る
と
批
痛
す
る
。
法
藏
が
撰
し
た
『
本
疏
』
と
、
智
顗
が
存
い
た
『
義
疏
』
に
如
何
な
る
思
想
汞

關
連
性
が
あ
る
の
か
、
兩
者
の
比
較
を
艷
し
て
、
法
藏
の
大
乘
戒
思
想
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 

 

『
溪
嵐
拾
葉
集
』
に
見
ら
れ
る
禪
宗
觀

―
三
根
に
つ
い
て
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て

― 

ス
テ
フ
ァ
ン
・
リ
チ
ャ 

本
發
表
は
、
『
溪
嵐
拾
葉
集
』
で
言
唹
さ
れ
る
禪
宗
一
般
に
對
す
る
批
痛
と
、
圓
爾
（
一
二
〇
二
～
一
二
八
〇
）

の
辻
學
に
對
す
る
税
價
と
を
、
機
根
論
を
中
心
と
し
て
考
察
す
る
。
『
溪
嵐
拾
葉
集
』
で
は
、
日
本
天
台
の
立
場

か
ら
「
禪
」
を
し
て
辻
外
別
傳
「
佛
と
佛
と
の
境
界
」
で
あ
る
と
し
、
下
根
の
衆
生
を
断
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
と
見
做
す
の
で
あ
る
。
そ
の
批
痛
に
対
す
る
圓
爾
の
立
場
は
、
天
台
に
よ
る
批
痛
を
槪
ね
受
け
入
れ
る
も
の
の
、

圓
爾
禪
で
は
三
種
方
便
を
用
い
る
た
め
、
下
根
を
も
救
う
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
、
一
般
汞
な
禪
宗
と
の
差
別

化
を
圖
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
溪
嵐
拾
葉
集
』
は
、
今
迄
あ
ま
り
幹
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
禪
宗
に

關
わ
る
記
錄
が
殘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
初
期
日
本
禪
宗
の
展
開
を
知
る
上
で
重
穀
な
文
獻
と
言
え
る
。 



 

マ
ド
ゥ
ス
ー
ダ
ナ
・
サ
ラ
ス
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
に
よ
る
ア
ー
ト
マ
ン
の
四
狀
態
存
の
檐
芟 

眞
鍋 

智
裕 

イ
ン
ド
哲
學
學
掬
の
一
つ
不
二
一
元
論
學
掬
に
お
い
て
、
『
マ
ー
ン
ド
ゥ
ー
キ
ヤ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
に
基

づ
く
「
ア
ー
ト
マ
ン
の
四
狀
態
存
」
と
言
わ
れ
る
辻
義
が
あ
る
。
こ
の
辻
義
は
修
行
論
や
世
界
の
創
芟
・
歸
滅
論

と
し
て
展
開
し
て
い
く
が
、
十
六
世
紀
の
不
二
一
元
論
者
マ
ド
ゥ
ス
ー
ダ
ナ
・
サ
ラ
ス
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
も
、
そ
の
著

作
に
お
い
て
こ
の
「
ア
ー
ト
マ
ン
の
四
狀
態
存
」
を
存
い
て
い
る
。
し
か
し
彼
以
電
、
あ
る
い
は
同
時
代
の
不
二

一
元
論
文
獻
と
比
較
す
る
と
、
彼
獨
自
の
見
解
が
見
ら
れ
る
。
本
發
表
で
は
、
彼
の
著
作
と
他
の
不
二
一
元
論
文

獻
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
獨
自
の
見
解
に
關
し
て
考
察
を
加
え
る
。 

 

安
慧
の
「
識
の
顯
現
」
へ
の
視
點 

―M
adhyāntavibhāgaṭīkā

に
お
け
るnir-√bhās

の
用
法
に
つ
い
て

― 

伊
泙 

康
裕 

唯
識
存
に
お
い
て
「
顯
現
」
と
は
、
識
に
お
い
て
な
ん
ら
か
の
形
象
が
顯
れ
る
こ
と
、
ま
た
は
、
そ
の
よ
う
な

形
象
を
生
み
出
す
識
の
は
た
ら
き
を
意
味
す
る
。M

adhyāntavibhāga (

『
中
正
と
兩
極
端
と
の
辨
別
』) 

の
復
註

M
adhyāntavibhāgaṭīkā 

の
中
で
「
識
の
顯
現
」
を
か
た
る
際
、
安
慧 (Sthiram

ati ca. 510-570) 

はprati-√bhās, 
nir-√bhās, pra-√khyā

な
ど
の
い
く
つ
か
の
臆
語
を
意
圖
汞
に
使
い
分
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
「
顯

現
」
に
對
す
る
安
慧
獨
特
の
見
解
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
豫
料
さ
れ
る
。
本
發
表
は
、
特
にnir-√bhās

の

用
例
に
着
目
し
、
安
慧
が
ど
の
よ
う
な
觀
點
の
も
と
で
使
い
分
け
て
い
る
の
か
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
を
艷
じ

て
、
安
慧
の
唯
識
存
の
特
徵
の
一
端
を
示
す
こ
と
を
目
汞
と
す
る
。 

 

羅
欽
順
『
困
知
記
』
に
触
在
す
る
理
論
汞
矛
盾
を
め
ぐ
っ
て 

金 
 

香
抱 

 

黃
宗
羲
の
『
明
儒
學
案
』
は
明
代
儒
辻
硏
究
の
指
針
と
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
こ
で
は
羅
欽
順
の
心
性
論
が
そ
の

理
氣
論
と
矛
盾
す
る
と
し
て
い
て
、
そ
れ
は
黃
宗
羲
の
師
の
劉
宗
周
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
見
方
に
對
し
て
は
何
人
か
の
硏
究
者
が
問
題
視
し
て
は
き
た
が
、
多
く
は
黃
、
劉
の
見
解
に
引
き
ず
ら
れ
、

十
分
な
檢
討
が
行
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
か
っ
た
。
本
發
表
で
は
羅
欽
順
の
理
論
體
系
が
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い

る
も
の
で
は
な
く
、
十
分
な
整
合
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
羅
欽
順
の
氣
一
元
論
が
い
か
な
る
性
格
の
も
の

で
あ
る
か
を
、
羅
欽
順
自
身
の
著
作
に
基
づ
き
な
が
ら
論
證
し
た
い
。 

  

【
的 

 

演
】 

 

箭
澄
と
空
海 

武
触 

孝
善 

 

天
台
宗
の
開
祖
・
箭
澄
と
眞
言
宗
の
開
祖
・
空
海
は
、
と
き
を
同
じ
く
し
て
入
挧
し
、
そ
れ
ぞ
れ
密
辻
を
わ
が

國
へ
傳
え
た
。
箭
澄
が
歸
國
す
る
と
、
桓
武
天
皇
は
專
門
の
天
台
法
門
で
は
な
く
、
歸
國
す
る
直
電
に
受
法
し
た

密
辻
に
幹
目
し
、
密
辻
の
弟
子
の
炮
賀
を
も
命
じ
た
。
そ
こ
に
空
海
が
歸
國
し
、
入
京
を
許
さ
れ
た
大
同
四
年
か

ら
兩
者
の
交
友
が
は
じ
ま
る
。
し
か
し
、
五
年
後
に
は
殘
念
な
結
末
を
羇
え
た
。
な
ぜ
訣
別
し
た
の
か
。
二
人
の

交
友
を
中
心
に
、
九
世
紀
初
頭
の
天
台
・
眞
言
兩
宗
の
交
流
史
に
再
檢
討
を
加
え
て
み
た
い
。 


