
は
じ
め
に

一
、
周
敦
頤

二
、
二
程

三
、
朱
熹

四
、
范
仲
淹
―
補
考
と
し
て
―

お
わ
り
に

は
じ
め
に

筆
者
は
こ
こ
数
年
、
周
敦
頤
、
二
程
、
朱
熹
ら
宋
代
道
学
者
や
そ
の
家
族
の
墓

を
参
観
す
る
機
会
を
得（
１
）

た
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
墓
の
営
造
と
埋
葬
は
喪
葬
儀
礼
の
う
ち
の
重
要
な
一
齣
で

あ
る
。
そ
し
て
、
程
頤
・
朱
熹
と
い
っ
た
道
学
者
に
と
っ
て
、
あ
る
べ
き
理
想
の

家
族
・
親
族
の
形
に
即
し
て
儀
礼
を
整
え
、
そ
の
儀
礼
の
実
践
に
よ
っ
て
家
族
・

親
族
を
秩
序
づ
け
る
と
い
う
こ
と
は
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
或
い
は
墓

作
り
に
つ
い
て
論
じ
、
或
い
は
自
身
並
々
な
ら
ぬ
関
心
と
情
熱
を
か
け
て
墓
を
作
っ

て
い
る
。

し
か
し
実
際
に
彼
ら
が
作
っ
た
墓
を
踏
査
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
み
ら
れ
た
家

族
成
員
の
葬
り
方
は
、
我
々
が
そ
れ
と
し
て
理
解
し
て
い
た
伝
統
中
国
の
家
族
法

の
原
理
と
は
か
な
り
違
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
違
和
感
の

焦
点
は
「
家
族
成
員
中
の
女
性
の
葬
ら
れ
方
」
に
あ
っ
た
。

伝
統
中
国
の
家
族
法
研
究
と
し
て
、
最
も
良
く
知
ら
れ
、
そ
し
て
そ
の
成
果
が

我
々
の
間
で
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
滋
賀
秀
三
氏
に
よ
る
名
著
『
中
国

家
族
法
の
原（
２
）

理
』（
以
下
、
滋
賀
『
家
族
法
』
と
略
）
で
あ
る
。
滋
賀
『
家
族
法
』

の
最
大
の
特
徴
は
、
家
族
成
員
の
財
産
権
を
祭
祀
権
と
相
表
裏
す
る
関
係
に
あ
る

も
の
と
し
て
中
国
家
族
法
を
論
じ
る
点
に
あ
る
。
む
す
こ
が
父
の
財
産
を
承
継
出

来
る
こ
と
と
、
父
祖
と
の
間
に
祭
り
祭
ら
れ
る
関
係
に
あ
る
こ
と
と
が
一
体
と
さ

れ
る
一
方
、
未
婚
の
む
す
め
が
生
家
の
財
産
権
を
持
た
な
い
こ
と
と
生
家
に
お
い

て
祭
り
祭
ら
れ
る
関
係
に
な
い
こ
と
と
が
一
体
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
ま
た
既
婚

墓
か
ら
み
た
伝
統
中
国
の
家
族

―
―
宋
代
道
学
者
の
作
っ
た
墓
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女
性
が
婚
家
に
お
い
て
夫
と
一
体
の
財
産
権
を
有
す
る
こ
と
と
、
死
後
夫
と
必
ず

対
に
な
っ
て
祭
ら
れ
る
こ
と
と
が
一
体
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う

な
理
解
の
な
か
ら
見
い
だ
さ
れ
た
「
父
子
一
体
」「
夫
婦
一
体
」「
兄
弟
一
体
」
の

三
原
則
が
、
滋
賀
氏
の
主
張
す
る
中
国
家
族
法
の
原
理
（
以
下
滋
賀
「
原
理
」
と

略
）
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
滋
賀
「
原
理
」
と
は
、
財
産
権
と
祭
祀
権
の
両
者

に
お
け
る
強
い
父
系
親
族
原
理
を
そ
の
内
実
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時

に
母
系
・
妻
方
親
族
の
排
除
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
滋
賀
『
家
族
法
』
に
お
い
て
は
財
産
権
と
並
ん
で
祭
祀
が
最
重

要
論
題
の
一
つ
な
の
で
あ
る
が
、
祭
祀
と
い
う
語
で
わ
れ
わ
れ
が
通
常
想
起
す
る

の
は
、
廟
や
祀
堂
等
で
位
牌
を
用
い
て
行
う
祖
先
祭
祀
で
あ
る
。
し
か
し
滋
賀
氏

が
祭
祀
と
い
う
ば
あ
い
、
墓
葬
が
位
牌
祭
祀
に
も
ま
さ
る
重
要
さ
を
も
っ
て
と
り

あ
げ
ら
れ
、
論
拠
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
女
性
と
祭
祀
」
と
題
さ
れ
た
節
を

み
て
み
よ
う
。
む
す
め
の
祭
祀
に
つ
い
て
の
論
述
で
は
、
引
用
さ
れ
た
史
料
七
例

の
う
ち
、
六
例
ま
で
が
す
べ
て
墓
葬
に
関
す
る
も
の
で
、
位
牌
祭
祀
に
係
わ
る
も

の
は
わ
ず
か
一
例
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、
既
婚
女
性
の
祭
祀
に
関
す
る
論
述

で
は
、
位
牌
祭
祀
に
関
す
る
も
の
七
例
、
墓
葬
に
関
す
る
も
の
五
例
と
、
位
牌
祭

祀
に
関
す
る
論
拠
の
ほ
う
が
多
い
も
の
の
、
や
は
り
墓
は
祭
祀
と
同
様
に
重
要
な

論
拠
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
未
婚
の
む
す
め
と
既
婚
女
性
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
祀
に
つ
い
て
、
滋
賀
氏

が
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
か
、
具
体
的
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

未
婚
の
む
す
め
の
祭
祀
に
つ
い
て
滋
賀
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
女
性
は
ま

た
実
家
に
お
い
て
祭
ら
れ
る
資
格
を
有
し
な
い
。
・
・
女
性
は
年
齢
の
如
何
を
と

わ
ず
、
実
家
の
祖
墳
に
は
決
し
て
葬
ら
れ
な
い
。
未
婚
死
亡
女
の
た
め
に
は
、
も

し
彼
女
に
婚
約
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
死
後
婚
姻
を
追
完
し
て
夫
家
の
祖
墳
に
葬
る

措
置
が
講
ぜ
ら
れ（
３
）
る
」。
こ
の
主
張
の
論
拠
と
し
て
引
用
さ
れ
た
史
料
七
件
す
べ
て

が
『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
で
あ
る
。
次
の
史
料
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

「
未
婚
の
女
の
屍
は
、
家
墳
に
埋
葬
せ
ず
に
他
所
に
埋
め
る
か＝

臨
時
に
埋
め

る
が
家
墳
に
は
埋
め
な
い
。
陰
親
を
し
て
男
の
家
墳
に
埋
め
る
」「
未
婚
の
女

は
家
墳
に
埋
め
な
い
と
い
う
が
ど
こ
に
埋
め
る
か＝

別
の
土
地
に
埋
め
る
。

別
に
土
地
が
な
け
れ
ば
求
め
て
も
そ
う
す
る
」「
そ
れ
は
如
何
な
る
理
由
に
よ

る
か＝

そ
れ
は
死
ん
で
も
結
婚
す
る
。
即
ち
他
姓
の
者
と
な
る
べ
き
で
あ
る

か（
４
）
ら
」

ま
た
、
妻
の
祭
祀
に
つ
い
て
滋
賀
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
妻
は
夫
と
並
ん
で
夫
の
子
孫
の
祭
り
を
享
け
る
。
既
婚
者
は
必
ず
祖
墳
に
、
し

か
も
夫
婦
同
一
の
墳
に
合
葬
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
詩
経
に
「
穀
則
異
室
、
死
則
同

穴
」（
王
風
大
車
）
と
歌
わ
れ
た
昔
か
ら
、
近
時
の
慣
行
調
査
に
現
れ
る
と
こ
ろ
に

至
る
ま
で
、
少
し
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
夫
が
考
と
し
て
祭
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
妻

は
必
ず
妣
と
し
て
並
び
祭
ら
れ
る
。
も
し
位
牌
を
つ
く
る
と
す
れ
ば
考
妣
対
照
の

二
牌
を
も
っ
て
一
組
と
す（
５
）

る
。」

妻
の
祭
祀
に
関
す
る
論
拠
と
し
て
は
、
位
牌
祭
祀
に
関
し
て
の
史
料
が
経
書
や

そ
の
解
釈
書
等
を
中
心
に
多
く
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
墓
葬
に
つ
い
て
も
上
記
引

用
文
中
に
み
え
る
『
詩
経
』
王
風
大
車
の
詩
の
ほ
か
、
注
に
お
い
て
、『
農
村
慣
行

調
査
』
か
ら
三
件
の
史
料
が
引
用
さ
れ
、
夫
婦
は
合
葬
さ
れ
て
い
た
と
述
べ
ら
れ

る
。
次
に
あ
げ
た
の
が
そ
の
史
料
で
あ
る
。

「
夫
婦
の
屍
を
埋
め
る
時
に
は
如
何
に
す
る
か＝

棺
を
二
つ
並
べ
て
一
穴
に
埋

め
る
。
・
・
・
」（
慣
�
二
五
九
頁
上
段
）、
そ
の
際
、「
夫
は
左
、
妻
は
右
」

妾
が
あ
れ
ば
「
正
妻
は
夫
の
左
、
妾
は
夫
の
右
、
三
人
以
上
は
右
に
並
べ
る
」

（
慣
�
七
五
頁
中
段
）、
夫
に
先
立
っ
て
死
亡
し
た
妻
は
仮
埋
葬
と
し
、
夫
死

墓
か
ら
み
た
伝
統
中
国
の
家
族

―
―
宋
代
道
学
者
の
作
っ
た
墓
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亡
後
改
め
て
祖
墳
に
合
葬
す
る
と
い
う
習
慣
も
み
ら
れ
る
（
慣
�
四
四
九
頁

下（
６
）
段
）。

以
上
の
よ
う
に
、
滋
賀
『
家
族
法
』
で
は
、
中
国
で
は
父
系
親
族
原
理
に
よ
っ

て
女
系
は
排
除
さ
れ
、
か
つ
女
性
は
夫
と
一
体
の
存
在
と
し
て
統
合
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
、
墓
葬
と
い
う
点
か
ら
も
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

滋
賀
『
家
族
法
』
の
全
編
に
亘
る
圧
倒
的
な
説
得
力
は
、
家
族
成
員
の
財
産
権

の
問
題
が
、
祭
祀
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
る
親
族
観
念
と
の
間
に
、
美
し
い
ま
で

の
整
合
性
を
保
ち
な
が
ら
一
貫
し
て
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
滋
賀
『
家
族
法
』

は
学
界
の
共
通
認
識
と
な
り
、
伝
統
中
国
の
家
族
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
は
必
ず

参
照
引
用
さ
れ
る
書
で
あ
る
と
と
も
に
、
私
自
身
も
本
書
を
繰
り
返
し
読
み
、
読

む
た
び
に
感
銘
を
受
け
、
学
ん
で
き
た
者
に
他
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
時
代
的
変
遷
に
対
し
て
よ
り
強
い
関
心
を
も
つ
歴
史
学
畑
の
人
間
と

し
て
は
、
滋
賀
氏
の
論
述
に
若
干
違
和
感
を
も
つ
部
分
が
な
く
は
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
、
滋
賀
「
原
理
」
が
、
漢
か
ら
清
ま
で
の
帝
政
中
国
時
代
に
一
貫
す
る
原
理

と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ（
７
）

る
。
た
だ
し
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
滋
賀
氏
自

身
も
以
下
の
よ
う
に
い
さ
さ
か
弱
含
ん
だ
叙
述
を
行
っ
て
い
る
。「
実
際
に
用
い
た

資
料
は
、
そ
の
伝
存
情
況
そ
の
も
の
に
制
約
さ
れ
て
、
唐
代
中
期
以
後
の
も
の
が

大
部
分
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
内
藤
湖
南
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
宮
崎
市
定
教

授
等
に
よ
っ
て
展
開
せ
し
め
ら
れ
た
史
観
に
お
け
る
中
国
史
上
の
近
世
な
る
も
の

を
、
主
と
し
て
念
頭
に
お
き
な
が
ら
論
述
を
す
す
め
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
そ

れ
を
思
え
ば
、
む
し
ろ
中
国
近
世
家
族
法
と
称
し
て
お
い
た
方
が
無
難
で
あ
る
の

か
も
し
れ
な（
８
）
い
」。
で
は
宋
代
以
後
に
つ
い
て
は
、
十
全
な
検
討
が
さ
れ
て
い
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
唐
代
中
期
以
降
の
財
産
権
に
つ
い
て
は
、
唐
律
、
宋

代
の
清
明
集
、
明
清
期
の
判
語
と
い
っ
た
史
料
が
多
用
さ
れ
、
か
な
り
の
厚
味
を

も
っ
た
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
祭
祀
や
墓
葬
に
関
し
て
は
、
唐
代
中
期

以
降
の
時
代
に
つ
い
て
も
、
論
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
た
史
料
が
手
薄
で
あ
る
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
。
例
え
ば
む
す
め
の
墓
葬
を
め
ぐ
っ
て
引
用
さ
れ
た
論
拠
七
点

は
す
べ
て
一
九
三
〇
年
代
の
『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
漢

か
ら
清
に
至
る
所
謂
帝
政
時
代
の
史
料
は
一
例
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、

妻
の
祭
祀
に
つ
い
て
は
経
書
や
そ
の
解
釈
書
が
中
心
と
し
て
、『
中
国
農
村
慣
行
調

査
』
が
引
用
さ
れ
る
と
い
う
状
況
で
、
そ
の
他
は
清
代
に
編
纂
さ
れ
た
族
譜
が
僅

か
に
用
い
ら
れ
る
程
度
に
留
ま
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
滋
賀
『
家
族
法
』
全
体
を
貫
く
み
ご
と
な
整
合
性
を
前
に
し
て
、

祭
祀
に
関
す
る
分
析
が
比
較
的
手
薄
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と

ん
ど
問
題
に
さ
れ
て
来
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
財
産
権
と
相
表
裏
す
る

重
要
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
祭
祀
が
扱
わ
れ
て
い
る
以
上
、
祭
祀
に
つ
い
て
も
財

産
権
と
並
ぶ
程
度
の
検
討
分
析
は
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

滋
賀
『
家
族
法
』
が
上
梓
さ
れ
て
す
で
に
五
十
年
近
く
経
つ
。
そ
し
て
近
年
中

国
の
墓
葬
に
つ
い
て
の
研
究
は
考
古
学
的
発
見
や
調
査
の
進
展
と
も
相
ま
っ
て
進

展
し
、
滋
賀
氏
の
理
解
と
は
異
な
る
現
実
の
事
例
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

て
い
る
。
未
婚
の
む
す
め
の
墓
葬
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
�
俊
氏
は
、
両
晋
時

期
、
名
門
・
琅
耶
王
氏
の
未
婚
の
む
す
め
が
生
家
で
あ
る
王
氏
の
墓
地
に
単
独
で

葬
ら
れ
て
い
る
事
例
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い（
９
）

る
。
陳
若
水
氏
は
、
唐
代
に
お

い
て
、
一
夫
多
妻
の
合
葬
は
、
継
妻
が
先
妻
に
嫉
妬
し
合
葬
さ
れ
る
こ
と
を
拒
み
、

実
家
に
葬
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
、
仏
教
を
信
仰
し
て
い
る
場
合
に
は
帰
依

し
て
い
る
僧
侶
の
塔
墓
の
近
く
や
、
寺
院
、
そ
の
他
実
家
に
葬
っ
た
り
す
る
例
が

あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い（
１０
）
る
。
ま
た
洛
陽
古
代
芸
術
博
物
館
に
展
示
さ
れ
た
西
晋
�

祗
墓
は
、
母
・
そ
の
息
子
で
あ
る
�
祗
と
そ
の
妻
・
未
婚
の
む
す
め
と
い
う
計
四
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人
の
合
葬
墓
で
あ
っ（
１１
）
た
。
こ
れ
は
父
と
母
と
を
夫
婦
で
合
葬
に
し
て
い
な
い
こ
と
、

お
よ
び
未
婚
の
む
す
め
を
実
家
の
墓
で
合
葬
に
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
滋
賀
「
原

理
」
と
二
重
の
意
味
で
そ
ぐ
わ
な
い
事
例
で
あ
る
。
夫
婦
合
葬
に
関
し
て
も
、
太

田
有
子
氏
が
夫
婦
合
葬
は
殷
・
周
・
春
秋
時
代
に
は
ご
く
少
数
で
、
夫
婦
合
葬
が

普
及
し
た
の
は
前
漢
中
期
以
後
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
夙
に
楊
寛
氏

は
、
漢
代
の
皇
后
は
、「
合
葬
」
と
記
載
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
夫
婦
で
対
に
な
っ

て
い
る
と
か
、
同
じ
穴
に
葬
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、

皇
家
の
墓
域
内
に
葬
っ
た
と
い
う
こ
と
し
か
意
味
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ

て
い（
１２
）
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
い
っ
た
事
例
を
あ
げ
た
と
こ
ろ
で
、
滋
賀
氏
の
立
論
は

揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
滋
賀
『
家
族
法
』
は
中
国
社
会
史
の
研
究
書
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。
滋
賀
氏
が
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
中
国

家
族
法
の
「
原
理
」、
つ
ま
り
「
ど
う
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
」
で

あ
る
。
現
実
に
お
い
て
理
想
が
そ
の
ま
ま
実
践
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
の
は
当
然

で
あ
り
、
原
理
に
そ
ぐ
わ
な
い
現
実
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
事
例
を
ど
れ
ほ
ど

挙
げ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
原
理
の
存
在
自
体
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
滋
賀
「
原
理
」
そ
れ
自
体
が
漢
代
以
後
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
宋
代
以
後

の
中
国
に
お
い
て
真
に
存
在
し
、
人
々
の
行
動
を
律
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
を
問

う
た
め
に
は
、「
原
理
と
し
て
ど
う
あ
る
べ
き
か
」
に
つ
い
て
行
わ
れ
て
い
た
議
論

を
、
各
時
代
ご
と
に
焦
点
を
あ
て
分
析
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。

そ
し
て
「
原
理
と
し
て
ど
う
あ
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
」
を
問
お
う

と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
宋
代
道
学
者
の
言
説
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
須
の
作
業
で

あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
道
学
者
た
ち
は
ま
さ
に
人
と
し
て
踏
み
行
う
べ
き

「
道
」
ひ
い
て
は
宇
宙
事
物
の
一
切
の
秩
序
「
理
」
と
は
何
か
を
追
求
し
、
能
う
限

り
そ
れ
に
沿
っ
た
社
会
を
世
に
現
出
し
よ
う
と
し
た
学
者
た
ち
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
の
学
術
が
後
世
に
与
え
た
影
響
も
甚
大
で
あ
っ
た
。
道
学
の

学
統
は
朱
子
学
と
よ
ば
れ
て
体
制
教
学
化
さ
れ
、
彼
ら
の
著
述
は
広
く
読
み
継
が

れ
伝
統
中
国
の
知
識
人
共
通
の
教
養
に
な
っ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

宋
代
道
学
者
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
葬
り
方
、
墓
の
作
り
方
を
す
べ
き
と
考
え

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
し
て
彼
ら
は
ど
の
よ
う
に
自
ら
自
身
、
あ
る
い
は
自
ら

の
家
族
を
葬
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
滋
賀
『
家
族
法
』
で
は
不
足
し
て
い
た

祭
祀
面
に
つ
い
て
の
考
察
を
補
い
、
そ
し
て
滋
賀
「
原
理
」
そ
れ
自
体
の
再
考
に

つ
な
が
る
作
業
で
あ
る
と
考
え
る
。

以
上
、
上
述
の
よ
う
な
課
題
に
気
づ
く
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
二
〇
一
四

年
三
月
、
周
敦
頤
墓
の
参
観
で
あ
っ
た
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
墓
に
即
し
、
特
に

「
女
性
の
葬
ら
れ
方
」
に
着
目
し
て
考
察
を
進
め
た
い
。
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
宋

代
道
学
が
父
系
親
族
原
理
を
ど
の
程
度
追
求
し
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
た
め
の
作
業
で
あ
る
。

一
、
周
敦
頤

周
敦
頤
墓
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
公
表
し
た
調
査
報
告
書
内
で
雑
駁
な
検
討
を

若
干
行
っ（
１３
）
た
が
、
い
ま
い
ち
ど
論
点
を
整
理
し
若
干
の
考
察
を
つ
け
加
え
る
こ
と

と
し
た
い
。

周
敦
頤
墓
は
現
在
の
江
西
省
九
江
市
、
名
勝
廬
山
の
北
麓
に
位
置
す
る
。
こ
れ

は
周
敦
頤
単
独
の
墓
で
は
な
く
、
母
鄭
氏
と
周
敦
頤
、
周
敦
頤
の
妻
（
前
妻
陸
氏
・

継
妻
蒲
氏
）
計
四
人
の
合
葬
墓
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
周
敦
頤
墓
は
、
第
一
に
父

と
母
と
を
夫
婦
合
葬
に
し
て
い
な
い
と
い
う
点
、
第
二
に
母
を
子
の
夫
婦
と
と
も

に
合
葬
し
て
い
る
と
い
う
二
点
に
お
い
て
、
滋
賀
「
原
理
」
と
明
ら
か
に
矛
盾
し

墓
か
ら
み
た
伝
統
中
国
の
家
族

―
―
宋
代
道
学
者
の
作
っ
た
墓
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て
い
る
。
合
葬
を
財
産
権
上
の
一
体
の
表
象
と
み
な
す
滋
賀
氏
の
考
え
方
に
も
と

づ
け
ば
、
こ
の
周
敦
頤
墓
は
母
子
継
承
を
裏
付
け
る
墓
葬
法
と
も
み
な
せ
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

し
か
も
問
題
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
母
鄭
氏
が
こ
の
墓
に
埋
葬
さ
れ

た
経
緯
を
考
察
し
て
い
く
と
、
む
す
め
の
葬
り
方
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
滋
賀

「
原
理
」
と
矛
盾
す
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
実
は
、
周
敦
頤
の
母
鄭
氏
の
墓
は
、
も

と
も
と
生
家
の
実
兄
・
鄭
向
の
墓
の
隣
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
周
敦
頤
が

後
に
遷
葬
し
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
当
初
の
母
鄭
氏
の
墓
は
、
未
婚
の
む
す

め
ど
こ
ろ
か
、
嫁
出
し
た
む
す
め
を
実
家
の
墓
域
に
葬
っ
た
と
も
い
え
る
よ
う
な

墓
作
り
が
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
鄭
氏
旧
墓
を
「
実
家
の
墓
域
に
葬
っ
た
」
と
表
現
す
る
の
は
実
は
あ
ま

り
正
確
で
は
な
い
。
鄭
向
と
周
敦
頤
の
母
鄭
氏
の
旧
墓
は
鎮
江
潤
州
に
設
け
ら
れ

た
が
、
そ
も
そ
も
鄭
氏
は
み
や
こ
開
封
の
人
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
鄭
氏
一
族
の
墓

園
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
鄭
向
の
た
め
の
単
独
墓
が
つ
く
ら
れ
、

そ
の
隣
に
葬
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

鎮
江
潤
州
に
鄭
向
と
周
敦
頤
の
母
鄭
氏
の
墓
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
経

緯
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
周
敦
頤
の
母
鄭
氏
は
最
初
廬
と
い
う
人
に
嫁
ぎ
、

子
も
儲
け
た
が
、
夫
が
亡
く
な
り
、
つ
い
で
湖
南
道
州
の
周
輔
成
の
も
と
に
継
妻

と
し
て
再
嫁
し
、
周
敦
頤
を
は
じ
め
と
し
て
二
子
一
女
を
産
ん
だ
。
し
か
し
夫
の

周
輔
成
が
死
去
し
、
夫
は
こ
の
地
に
埋
葬
さ
れ
た
が
、
鄭
氏
は
周
敦
頤
ら
子
を
つ

れ
て
、
実
の
兄
で
科
挙
官
僚
で
あ
る
鄭（
１４
）
向
を
頼
り
、
以
後
は
そ
の
庇
護
の
も
と
で

生
活
し
た
。
鄭
向
は
知
杭
州
在
任
中
に
死
去
し
、
経
緯
は
未
詳
で
あ
る
が
鎮
江
潤

州
の
地
に
葬
ら
れ
た
。
そ
し
て
翌
年
母
鄭
氏
も
亡
く
な
り
、
造
っ
て
間
も
な
い
鄭

向
の
墓
側
の
地
に
葬
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
母
鄭
氏
が
亡
く
な
っ
た
時
、
周
敦
頤

は
二
十
一
歳
で
あ
る
。

何
事
も
な
け
れ
ば
母
の
墓
は
そ
の
ま
ま
鎮
江
潤
州
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ

う
。
し
か
し
周
敦
頤
五
十
五
歳
に
到
っ
て
、
母
の
墓
が
水
害
に
遇
っ
て
墓
道
が
壊

れ
た
と
い
う
報
を
受
け
、
周
敦
頤
は
知
南
康
軍
と
し
て
自
ら
が
愛
す
る
こ
の
廬
山

の
麓
に
赴
任
し
、
墓
を
建
て
て
母
を
遷
葬
し
て
ほ
ど
な
く
辞
官
し
、
こ
の
地
で
晩

年
を
過
ご
し
、
そ
し
て
自
ら
も
死
後
母
の
側
に
葬
る
よ
う
遺
言
し
て
亡
く
な
っ
た
。

五
十
七
歳
。
そ
し
て
遺
言
通
り
、
母
と
合
葬
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
経
緯
を
み
る
と
、
死
没
者
の
埋
葬
地
に
つ
い
て
「
か
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
な

い
」「
か
く
あ
る
べ
き
だ
」
と
い
っ
た
原
理
を
看
取
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
、

そ
の
時
々
の
時
点
に
お
い
て
適
切
な
地
に
葬
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
鄭
向
の

墓
が
故
郷
の
開
封
で
は
な
く
鎮
江
潤
州
に
つ
く
ら
れ
た
の
も
、
知
杭
州
と
し
て
揚

子
江
下
流
地
域
に
い
た
事
と
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
母
を
鄭
向
の
墓
側
に
葬
っ

た
の
も
、
鄭
向
墓
を
た
ま
た
ま
新
造
し
た
ば
か
り
で
か
つ
葬
地
に
ゆ
と
り
が
あ
っ

た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
現
実
を
前
に
し
て
「
嫁
に
行
っ
た
む
す
め

は
生
家
の
墓
に
は
い
れ
ら
れ
な
い
」
と
い
っ
た
「
原
理
」
は
働
い
て
い
な
い
。

そ
し
て
母
鄭
氏
に
と
っ
て
は
何
ら
ゆ
か
り
の
な
い
江
西
九
江
に
周
敦
頤
が
遷
葬

を
行
っ
た
の
は
、
周
敦
頤
が
こ
の
地
を
愛
し
、
余
生
を
こ
の
地
で
隠
棲
し
た
い
と

考
え
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
母
の
墓
は
彼
が
こ
の
地
で
晩
年
の
日
々
を

送
ろ
う
と
し
た
決
意
を
象
徴
す
る
も
の
で
も
あ
っ（
１５
）
た
。
そ
し
て
そ
の
現
実
を
前
に

「
夫
婦
は
合
葬
に
す
べ
き
だ
」
と
い
っ
た
「
原
理
」
は
働
い
て
い
な
い
。

周
敦
頤
に
と
っ
て
、
父
母
の
合
葬
は
困
難
で
は
あ
る
が
全
く
不
可
能
だ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
鎮
江
潤
州
の
母
鄭
氏
の
旧
墓
か
ら
、
廬
山
の
麓
の
江
西
九
江
の
新

墓
ま
で
直
線
距
離
で
ほ
ぼ
四
五
〇
キ
ロ
、
そ
し
て
こ
こ
か
ら
父
の
墓
の
あ
る
湖
南

道
州
ま
で
は
直
線
距
離
で
ほ
ぼ
六
四
〇
キ
ロ
あ
る
。
鎮
江
潤
州
の
旧
墓
か
ら
湖
南
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省
道
県
ま
で
母
を
遷
葬
し
よ
う
と
す
れ
ば
一
千
キ
ロ
の
距
離
を
運
官
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
大
変
な
大
事
業
に
は
違
い
な
い
。
し
か
し
、

や
は
り
遠
地
で
葬
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
先
妻
陸
氏
は
周
敦
頤
墓
に
合
葬
さ
れ
て
い

る
。
先
妻
陸
氏
が
亡
く
な
っ
た
の
は
四
川
合
州
で
あ
っ
た
。
こ
こ
は
周
敦
頤
が
四

十
一
歳
か
ら
三
年
ほ
ど
の
間
地
方
官
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
地
で
あ
る
か
ら
、
周

敦
頤
の
在
任
中
に
死
去
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
合
州
か
ら
江
西
九
江
の
新
墓
ま
で
は

直
線
距
離
で
千
キ
ロ
近
い
。
陸
氏
を
合
州
か
ら
九
江
ま
で
遷
葬
し
た
の
だ
か
ら
、

潤
州
か
ら
道
州
ま
で
母
を
遷
葬
で
き
な
い
筈
は
な
い
だ
ろ
う
。
周
敦
頤
自
身
は
湖

南
道
州
に
暮
ら
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
が
、
父
方
の
一
族
と
の
交
流
は
続

い
て
お（
１６
）
り
、
と
く
に
周
敦
頤
の
次
子
�
は
湖
南
道
州
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
。
周
敦

頤
は
父
系
の
一
族
と
特
に
関
係
が
悪
か
っ
た
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。

で
は
周
敦
頤
は
な
ぜ
父
母
を
合
葬
し
な
か
っ
た
の
か
。

そ
の
理
由
と
し
て
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
周
氏
一
族
で
は
夫
婦
合
葬
と
し
な

か
っ
た
者
の
方
が
多
く
、
少
な
く
と
も
周
氏
一
族
の
間
で
は
夫
婦
合
葬
こ
そ
が
正

し
い
あ
り
方
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

道
州
の
周
敦
頤
一
族
の
墓
は
現
在
調
査
研
究
が
進
み
、
近
年
に
は
湖
南
省
文
物

考
古
研
究
所
よ
り
『
濂
渓
故
里
―
考
古
学
与
人
類
学
視
野
中
的
古
村（
１７
）
落
』
が
出
版

さ
れ
て
、
そ
の
詳
細
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
書
に
よ
る
と
、

父
周
輔
成
の
先
妻
唐
氏
は
、
単
独
で
遠
く
広
東
賀
州
桂
嶺
に
葬
ら
れ
て
い（
１８
）
る
。
周

輔
成
は
桂
嶺
令
を
勤
め
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
、
夫
の
赴
任
に
伴
っ
て
桂
嶺

に
滞
在
中
に
死
去
し
葬
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
道
州
の
周
輔
成

墓
は
単
葬
墓
で
あ
る
。
そ
し
て
周
輔
成
墓
の
北
側
に
は
、
長
子
砺
の
墓
、
南
側
に

は
長
子
砺
の
妻
・
呉
氏
の
墓
が
あ
り
、
つ
ま
り
周
輔
成
を
中
心
に
長
子
夫
婦
の
墓

が
そ
れ
ぞ
れ
脇
侍
の
よ
う
な
形
で
三
つ
の
墓
が
並
ん
で
い（
１９
）

る
。
つ
ま
り
長
子
夫
婦

の
墓
も
合
葬
で
は
な
く
そ
れ
ぞ
れ
の
単
層
墓
で
あ
る
。
さ
ら
に
周
敦
頤
に
連
な
る

世
系
二
十
一
代
の
墓
に
つ
い
て
、
妻
と
の
合
葬
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
二
基
し

か
な（
２０
）
い
。
そ
の
他
妻
と
の
墓
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
二
基
あ
り
、
そ
の
う
ち
一

基
は
周
敦
頤
の
祖
父
母
周
智
強
と
妻
陳
氏
の
墓
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
異
穴
合
葬
墓

で
あ
る
。
ま
た
周
敦
頤
の
孫
の
周
�
の
墓
は
、
所
在
は
不
明
で
現
物
は
確
認
で
き

な
い
が
、
族
譜
に
は
夫
妻
で
同
所
に
葬
ら
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ

ら
異
穴
合
葬
墓
や
文
献
上
の
記
載
の
み
の
も
の
を
も
計
上
し
て
も
、
二
十
一
代
の

う
ち
妻
と
合
葬
し
て
い
る
の
は
わ
ず
か
五
人
し
か
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
道
州
の
周
氏
一
族
の
墓
は
単
葬
墓
が
圧
倒
的
に
多
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
周
敦
頤
が
父
母
を
合
葬
し
な
か
っ
た
い
ま
一
つ
の
理
由
と
し
て
考
え

ら
れ
る
の
は
、
母
鄭
氏
は
夫
の
一
族
で
は
な
く
生
家
と
の
強
い
関
係
の
も
と
に
人

生
を
送
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
母
鄭
氏
は
、
夫
の
死
後
、
当
地
で
暮
ら
す
夫
の
親
族

た
ち
を
頼
る
こ
と
は
せ
ず
、
官
僚
で
あ
る
実
兄
鄭
向
の
庇
護
に
頼
っ
て
そ
の
後
の

人
生
を
生
き
た
。
そ
の
よ
う
な
鄭
氏
の
人
生
か
ら
考
え
れ
ば
、
千
キ
ロ
も
の
遠
距

離
を
あ
え
て
遷
葬
し
て
夫
と
合
葬
す
る
と
い
う
の
は
い
さ
さ
か
不
自
然
で
あ
り
、

生
活
を
と
も
に
し
た
実
兄
な
り
実
子
な
り
と
と
も
に
葬
る
の
が
自
然
だ
っ
た
よ
う

に
思
え
る
。
陳
弱
水
氏
は
、
唐
代
で
は
合
葬
が
普
遍
的
に
行
わ
れ
て
い
て
、
夫
婦

合
葬
が
主
で
あ
る
が
、
合
葬
は
夫
婦
に
限
ら
ず
、
親
子
、
兄
弟
、
姉
妹
、
姑
嫁
な

ど
の
例
が
あ
る
と
述
べ
て
お（
２１
）
り
、
こ
の
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、
母
が
実
子
夫
婦
と

合
葬
さ
れ
て
い
る
周
敦
頤
墓
は
何
ら
驚
く
に
価
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
周
敦
頤
の
墓
作
り
は
、
様
々
な
意
味
で
滋
賀
「
原

理
」
と
は
乖
離
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

た
だ
し
、
周
敦
頤
に
つ
い
て
は
そ
も
そ
も
道
学
者
と
み
な
す
こ
と
に
は
異
論
も

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
周
敦
頤
は
、
朱
熹
に
よ
っ
て
称
揚
さ
れ
る
ま
で
、
道
学
者

墓
か
ら
み
た
伝
統
中
国
の
家
族

―
―
宋
代
道
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の
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っ
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と
し
て
認
識
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
し
、
思
想
内
容
も
道
教
・
仏
教
と
の
関
係
が

非
常
に
濃
厚
で
あ
る
こ
と
も
良
く
知
ら
れ
て
い
る
事
実
で
あ（
２２
）
る
。
そ
し
て
周
敦
頤

自
身
は
、
儀
礼
や
家
族
、
お
よ
び
墓
作
り
の
あ
る
べ
き
あ
り
方
に
つ
い
て
、
何
ら

著
述
を
残
す
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
、
周
敦
頤
の
こ
の
墓
作
り
を
当
為
の
追
求
の

な
か
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
見
な
す
の
は
困
難
で
あ
る
。

そ
し
て
、
彼
が
育
っ
た
家
庭
環
境
そ
れ
自
体
が
、
滋
賀
「
原
理
」
が
そ
の
内
容

と
す
る
と
こ
ろ
の
父
系
親
族
原
理
か
ら
は
非
常
に
遠
い
も
の
だ
っ
た
。
周
敦
頤
の

母
鄭
氏
は
前
夫
と
の
間
に
廬
惇
文
と
い
う
子
を
儲
け
て
お
り
、
鄭
氏
が
後
夫
の
死

後
、
子
の
周
敦
頤
を
つ
れ
て
実
兄
で
あ
る
鄭
向
の
も
と
で
生
活
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
も
、
廬
惇
文
の
仲
立
ち
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
周
敦
頤
は
そ
も
そ
も
本
名

を
周
惇
頤
と
い
い
、
こ
の
名
は
二
十
歳
で
任
官
す
る
さ
い
に
母
方
の
叔
父
鄭
向
か

ら
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
異
父
兄
も
惇
文
と
い
う
名
を
も
ら
っ

た
の
で
あ（
２３
）
る
。
つ
ま
り
こ
の
異
父
兄
弟
は
姓
は
違
う
が
、
輩
行
字
を
共
有
し
て
い

る
。
彼
ら
の
お
じ
鄭
向
は
妹
の
子
供
た
ち
廬
惇
文
・
周
惇
頤
に
つ
い
て
、
同
族
と

同
様
に
み
な
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
周
敦
頤
が
官
僚
に
な

れ
た
の
も
、
鄭
向
の
恩
蔭
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
周
敦
頤
は
こ
の
よ
う
な
生
育

環
境
に
あ
っ
た
か
ら
、
女
系
を
抑
圧
す
る
よ
う
な
家
族
観
を
持
ち
主
張
す
る
と
は

考
え
に
く
い
。

で
は
次
に
、
道
学
者
と
し
て
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
疑
問
の
余
地
の
な
い
程
�

・
程
頤
に
つ
い
て
、
彼
ら
に
関
連
す
る
墓
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
二
程
の
う
ち
特

に
程
頤
は
、
女
性
の
再
嫁
に
つ
い
て
「
餓
死
事
極
小
、
失
節
事
極
大
」
と
ま
で
言
っ

て
批
判
し
た
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
っ
た（
２４
）
が
、
果
た
し
て
彼
は
墓
葬
の
面
で
も
女
性

・
女
系
に
厳
し
い
態
度
を
と
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

二
、
程
�
・
程
頤

二
〇
一
四
年
八
月
、
島
根
大
学
の
歴
史
学
専
攻
の
学
生
た
ち
と
と
も
に
、
二
程

墓
を
訪
ね（
２５
）
た
。
二
程
墓
は
現
在
、
伊
川
荊
山
省
級
森
林
公
園
と
名
付
け
ら
れ
た
丘

陵
地
帯
の
な
か
に
あ
り
、
高
等
学
校
が
隣
接
し
て
い
る
。
二
程
墓
で
は
、
程
�
・

程
頤
の
二
人
だ
け
で
は
な
く
、
二
程
の
父
�
の
墓
な
ど
一
族
の
人
物
の
も
の
を
も

ふ
く
め
総
計
１１
基
の
墓
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。（
図
参
照
）
こ
の
地
は
程
�
を
葬

る
た
め
の
地
と
し
て
哲
宗
か
ら
葬
地
一
頃
二
十
畝
を
勅
賜
さ
れ（
２６
）
た
こ
と
に
由
来
す

る
。二

程
墓
の
参
観
記
と
し
て
は
、
す
で
に
山
際
明
利
氏
（
一
九
九
九
年
訪
問
）、
吾

妻
重
二
氏
（
二
〇
〇
二
年
訪
問
）
に
よ
る
二
編
が
あ（
２７
）
る
。
そ
の
後
の
変
化
と
し
て

つ
け
加
え
る
と
す
れ
ば
、
観
光
地
化
を
め
ざ
し
た
大
々
的
な
整
備
拡
張
が
進
行
中

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
墓
の
西
に
は
円
丘
と
見
ま
ご
う
ば
か
り
の
三
壇
が
設

け
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
石
人
石
獣
が
並
ぶ
参
道
が
伸
び
、
大
規
模
な
祀
堂
が
建
て
ら

れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
祀
堂
の
さ
き
に
程
氏
一
族
の
墓
が
並
ん
で
い
る
。
こ
こ

で
は
吾
妻
氏
が
訪
問
さ
れ
た
二
〇
〇
二
年
時
点
で
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
程
頤

の
子
・
程
端
中
墓
が
程
頤
墓
の
前
方
に
増
設
さ
れ
、
ま
た
程
氏
中
随
一
の
顕
官
・

程（
２８
）
琳
墓
の
墓
前
に
は
、
石
畳
の
参
道
が
整
備
さ
れ
石
人
石
獣
も
並
べ
ら
れ
て
い
た
。

そ
し
て
さ
ら
に
造
成
工
事
中
の
墓
も
一
基
あ
っ
た
。

さ
て
、
程
氏
墓
が
夫
婦
合
葬
な
の
か
ど
う
か
は
、
墓
を
見
た
だ
け
で
は
分
か
ら

な
い
。
程
氏
の
墓
石
に
は
す
べ
て
男
性
ひ
と
り
の
名
が
書
か
れ
、
妻
の
氏
は
書
か

れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ（
２９
）
る
。
墓
誌
銘
な
ど
文
献
史
料
か
ら
夫
婦
合
葬
と
判
断
で
き

る
の
は
程
琳
（
妻
陸（
３０
）
氏
）
と
程
�
（
妻
侯（
３１
）
氏
）
で
あ
る
。
程
�
の
妻
彭
氏
は
「
伊

川
の
先
塋
に
葬
る
」
と
あ
る
の（
３２
）

で
、
こ
の
伊
川
の
墓
域
に
葬
ら
れ
た
の
は
間
違
い

社
会
文
化
論
集

第
十
一
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二
〇
一
五
年
三
月

八
九



円丘？ 

祀堂 

頤 

端中 

顥 璠 琉 瑜  琳 

程氏孝女墓 

程明道先生之女 

嬌児・澶明合葬墓 

程明道先生子 

端愨之墓 

三程祀 

（石碑など） 

墓造成中 

参　

道

参　

道
（
工
事
中
）

石
人
石
獣

石
人
石
獣

な
い
が
、
合
葬
し
た
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

程
頤
に
つ
い
て
は
、
合
葬
か
否
か
ど
こ
ろ
か
妻
の
氏
す
ら
も
不
明
な
状
況
で
、

そ
れ
は
程
頤
が
晩
年
不
遇
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
連
す
る
。
程
頤
は
そ
の
晩
年
、
党

争
に
巻
き
込
ま
れ
四
川
�
州
に
流
さ
れ
る
な
ど
、
辛
酸
を
な
め
た
。
程
頤
は
洛
陽

に
帰
還
し
て
後
に
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
葬
儀
の
時
、
洛
陽
の
人
は
洛
党
と

み
な
さ
れ
る
の
を
畏
れ
て
参
列
せ
ず
、
祭
文
は
た
だ
尹
淳
、
張
繹
、
范
域
、
孟
厚

の
四
人
の
も
の
だ
け
で
、
夜
に
な
っ
て
到
着
し
た
邵
溥
が
名
前
を
連
ね
た
、
と
い

う
寂
し
い
葬
儀
で
あ
っ（
３３
）
た
。
邵
溥
は
人
目
を
避
け
て
夕
暮
れ
に
な
っ
て
町
を
出
た

た
め
到
着
が
遅
れ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
不
遇
の
情
況
の
な
か
で
の
死
で

あ
っ
た
か
ら
、
程
頤
に
つ
い
て
は
そ
の
墓
誌
銘
が
高
名
な
人
士
の
手
に
よ
っ
て
撰

述
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
宋
王
朝
の
南
遷
に
伴
い
、

程
氏
一
族
は
各
地
に
離
散
衰
微
し
、
あ
ら
た
め
て
程
頤
の
伝
記
が
作
ら
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
後
世
、
朱
熹
が
程
頤
の
年
譜
を
作
成
し
『
伊
洛
淵
源
録
』
と
し
て

世
に
送
り
出
し
た
と
き
に
は
、
す
で
に
程
頤
の
妻
の
氏
は
失
伝
し
て
い
た
。

こ
の
程
氏
一
族
の
墓
地
に
葬
ら
れ
て
い
る
人
物
の
な
か
で
、
後
世
、
朱
熹
の
学

術
に
最
大
の
影
響
を
与
え
た
の
は
程
頤
で
あ
る
。
そ
の
程
頤
に
つ
い
て
妻
の
氏
が

分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
以
上
、
後
世
、
程
氏
墓
苑
を
整
備
し
墓
碑
を
立
て
よ
う

と
す
る
際
に
は
、
合
葬
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
男
性
の
名
の
み

記
す
方
式
を
と
る
他
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

さ
て
、
二
程
の
墓
苑
を
参
観
し
て
、
非
常
に
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
夭
折
者
の

墓
が
参
観
で
き
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
程
琳
墓
に
隣
接
し
た
場
所
に
三
つ
の
墓
が
点

在
し
て
お
り
、
建
て
ら
れ
た
墓
石
に
よ
れ
ば
、「
程
端
愨
墓
」「
程
女
墓
」「
嬌
児
�

娘
合
葬
墓
」。
い
ず
れ
も
夭
折
し
た
程
�
の
む
す
こ
や
む
す
め
た
ち
の
墓
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
墓
は
い
ず
れ
も
地
表
か
ら
ほ
ん
の
わ
ず
か
に
盛
り
上
が
っ
て
い
る
だ

二程墓図

墓
か
ら
み
た
伝
統
中
国
の
家
族

―
―
宋
代
道
学
者
の
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っ
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け
で
、
そ
こ
に
木
が
茂
り
藪
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
墓
碑
が
な
け
れ
ば
そ
れ
と
は

気
づ
か
な
い
程
の
、
た
い
へ
ん
さ
さ
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
滋
賀
『
家
族
法
』
三
七
五
頁
で
は
、
未
婚
の
女
性
お
よ
び
未
成
年
で

死
亡
し
た
男
女
は
と
も
に
祖
墳
に
葬
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

論
述
中
、
論
拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
の
証
言
は
明

確
で
あ
る
。

�
未
婚
の
人
が
死
ん
だ
ら
ど
う
す
る
か＝

不
入
�
。
女
な
ら
ば
地
頭
児
と
い
っ

て
田
地
の
境
に
埋
め
る
。
男
な
ら
ば
義
地
に
埋
め
る
。
そ
れ
は
祖
�
に
孤
�

（
独
身
者
の
�
）
を
入
れ
な
い
こ
と
。
・
・
・
�（
慣
�
四
八
三
頁
下
段
）

�
未
婚
の
男
女
は
家
�
に
葬
ら
な
い
か＝
で
き
な
い
、
別
の
と
こ
ろ
に
�（
慣
�

九
九
頁
中
段
）

こ
の
よ
う
に
夭
折
者
に
つ
い
て
は
一
家
の
墓
地
に
埋
葬
し
な
い
の
が
真
の
中
国

家
族
法
の
原
理
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
一
族
の
墓
苑
の
な
か
に
夭
折
者
の
墓
を

も
う
け
た
程
氏
の
墓
は
、
原
理
か
ら
外
れ
た
不
道
徳
な
墓
作
り
を
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
程
�
や
程
頤
は
、
原
理
に
背
く
こ
と
を
承
知
で
夭
折
者
の
墓
を
作
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
滋
賀
氏
が
い
う
よ
う
な
原
理
そ
れ
自
体
が
宋
代
当
時
は

原
理
と
し
て
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

参
観
し
た
二
程
墓
に
お
け
る
夭
折
者
の
埋
葬
地
は
、
祖
墳
に
直
接
隣
接
し
て
お

り
、「
祖
墳
に
は
入
れ
ら
れ
ず
に
、
排
除
さ
れ
た
」
と
い
う
風
に
は
見
る
こ
と
は
到

底
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
九
九
年
に
二
程
墓
を
訪
問
さ
れ
た
山
際
氏
は

こ
れ
ら
夭
折
者
の
墓
を
見
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
近
年
の
整
備
に
よ
っ
て

新
造
さ
れ
た
地
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
現
時
点
で
は
全
く
排
除
す
る
こ
と
は
で

き
な（
３４
）

い
。
た
だ
し
、
程
�
や
程
頤
の
書
き
残
し
た
文
章
を
見
る
か
ぎ
り
、
程
�
も

程
頤
も
、
夭
折
し
た
未
婚
の
む
す
め
や
む
す
こ
を
祖
墳
か
ら
排
除
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
そ
の
根
拠
は
二
点
あ
る
。

そ
の
一
つ
は
、
程
頤
が
墓
葬
に
つ
い
て
論
じ
、
か
く
あ
る
べ
き
葬
り
方
に
つ
い

て
述
べ
た
一
文
「
葬（
３５
）
説
」
で
あ
る
。
こ
の
「
葬
説
」
で
は
、
葬
地
の
選
択
、
墓
の

作
り
方
、
埋
葬
法
、
そ
し
て
墓
地
内
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
に
族
人
を
埋
葬

す
る
か
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

葬
之
穴
、
尊
者
居
中
、
左
昭
右
穆
、
而
次
後
則
或
東
或
西
、
亦
左
右
相
對
而

啓
穴
也
。
出
母
不
合
葬
、
亦
不
合
祭
。
棄
女
還
家
、
以
殤
穴
葬
之
。

墓
穴
は
、
尊
者
を
中
心
に
し
て
左
昭
右
穆
の
か
た
ち
で
配
列
し
、
そ
の
後
の

世
代
は
或
い
は
東
、
或
い
は
西
に
、
左
右
で
相
対
す
る
よ
う
に
し
て
墓
穴
を

つ
く
る
。
離
婚
し
て
出
て
い
っ
た
母
は
合
葬
せ
ず
、
合
祭
も
し
な
い
。
嫁
に

行
っ
た
が
出
戻
っ
て
き
た
む
す
め
は
、
夭
折
者
様
式
の
墓
穴
で
葬
る
。

婚
家
か
ら
離
縁
さ
れ
て
戻
っ
て
き
た
む
す
め
は
、
夭
折
者
と
同
様
の
墓
穴
形
式

で
葬
る
、
と
い
う
こ
の
主
張
は
、
出
戻
り
む
す
め
に
せ
よ
、
夭
折
し
た
む
す
こ
や

む
す
め
に
せ
よ
、
一
族
の
墓
地
に
葬
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
い
の

余
地
が
な
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
出
戻
り
む
す
め
の
扱
い
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の

は
、
年
齢
的
に
成
人
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
、
実
家
の
墓
園
に
成
人
者
と
し
て

の
墳
墓
を
造
り
葬
る
の
は
適
切
か
ど
う
か
、
換
言
す
れ
ば
、
成
人
し
て
い
る
の
に

夭
折
者
と
同
じ
様
式
の
墓
穴
で
良
い
の
か
と
い
う
レ
ベ
ル
の
疑
問
に
答
え
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
祖
墳
の
あ
る
墓
園
か
ら
排
除
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
レ
ベ
ル

の
疑
問
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
そ
し
て
未
成
年
の
う
ち
に
死
亡
し
た
未

婚
の
む
す
め
を
墓
園
に
葬
っ
て
良
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
問
題
に
も
な
っ
て

い
な
い
。
未
婚
の
む
す
め
が
祖
先
の
墓
地
に
葬
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に

も
当
然
の
こ
と
で
議
論
の
余
地
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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そ
し
て
い
ま
一
つ
の
理
由
は
、
こ
こ
に
葬
ら
れ
た
夭
折
者
三
名
に
つ
い
て
は
そ

れ
ぞ
れ
墓
碑
銘
が
残
っ
て
い
る（
３６
）
が
、
い
ず
れ
も
限
り
な
い
哀
惜
に
充
ち
て
お
り
、

彼
ら
を
不
正
規
な
構
成
員
と
し
て
祖
墳
か
ら
排
除
す
べ
き
だ
な
ど
と
い
う
観
念
が

あ
っ
た
と
は
到
底
信
じ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

三
人
の
う
ち
、
む
す
め
に
つ
い
て
書
か
れ
た
墓
誌
銘
二
点
に
つ
い
て
具
体
的
に
み

て
み
た（
３７
）
い
。

�
娘
の
墓
碑
銘
の
撰
者
は
程
�
で
あ
る
。
こ
の
一
文
に
は
、
程
�
の
愛
す
る
む

す
め
を
亡
く
し
た
悲
嘆
が
直
截
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

�
娘
。
廣
平
程
�
の
幼
い
む
す
め
。
父
が
�
淵
軍
の
補
佐
で
あ
っ
た
と
き
誕

生
し
た
の
で
、
�
と
名
付
け
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
排
行
は
四
十
七
。
煕
寧
四

年
季
秋
丁
未
に
誕
生
し
、
十
年
季
夏
壬
午
に
死
去
。
そ
の
気
性
は
正
し
く
て

温
厚
、
お
だ
や
か
で
す
な
お
、
そ
の
ふ
る
ま
い
や
も
の
の
考
え
方
は
非
常
に

し
ず
か
で
、
老
成
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
み
ん
な
こ
の
子
の
福
寿
を

願
っ
て
い
た
の
に
。
も
の
ご
と
に
は
そ
も
そ
も
予
期
で
き
な
い
も
の
が
あ
り
、

そ
れ
が
天
命
な
の
だ
ろ
う
。

疱
瘡
に
か
か
っ
た
当
初
、
治
療
に
あ
た
っ
た
者
が
与
え
た
薬
が
強
す
ぎ
た
の

だ
。
医
術
に
優
れ
て
い
る
者
が
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
た
。「
疱
瘡
に
か
か
っ

た
と
き
に
は
、
ま
こ
と
に
効
い
て
ほ
し
い
と
思
う
も
の
だ
が
、
し
か
し
気
の

強
弱
、
疾
病
の
軽
重
を
視
て
、
薬
を
与
え
る
こ
と
の
可
否
や
、
薬
の
強
弱
を

き
め
る
べ
き
な
の
だ
。
い
ま
は
大
概
劇
薬
を
与
え
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
死

ん
で
し
ま
う
の
も
当
然
だ
」
と
。
あ
あ
、
こ
れ
も
ま
た
天
命
な
の
だ
ろ
う
か
。

人
が
守
る
べ
き
道
理
が
十
分
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
を
、
私
は
天
に
抗

議
し
、
こ
れ
を
述
べ
て
世
へ
の
い
さ
め
と
す
る
。
悲
し
い
こ
と
だ
。
�
娘
は

亡
く
な
っ
て
七
十
五
日
経
っ
て
か
ら
、
河
南
伊
陽
県
神
陰
郷
の
祖
先
の
墓
地

の
東
、
姉
の
嬌
児
と
同
じ
墓
に
埋
葬
し
た
。
銘
。「
合
し
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
っ

て
、
来
た
の
で
は
な
い
。
尽
き
て
死
ん
だ
の
で
あ
っ
て
、
往
っ
た
の
で
は
な

い
。
し
か
し
、
精
な
る
気
は
天
に
も
と
づ
き
、
形
で
あ
る
魄
は
地
に
帰
っ
た
。

こ
れ
を
「
往
く
」
と
い
っ
て
も
よ（
３８
）
い
。」

�
娘
は
六
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
満
年
齢
で
い
え
ば
五
歳
、
可
愛
い
盛
り
だ
っ
た

筈
で
あ
る
。
投
薬
ミ
ス
が
愛
娘
の
死
の
原
因
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
怒
り
、

悲
し
む
程
�
の
姿
は
、「
未
婚
の
ま
ま
に
死
ん
だ
娘
は
祖
墳
に
入
れ
な
い
」
と
い
う

滋
賀
「
原
理
」
と
は
到
底
相
容
れ
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
そ
し
て
滋
賀
「
原
理
」

と
の
関
係
で
い
え
ば
、
�
娘
に
つ
い
て
「
其
第
、
四
十
七
」
と
そ
の
排
行
が
記
さ

れ
て
い
る
の
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
未
婚
の
む
す
め
、
そ
れ
も
六
歳
で
夭
折

し
た
む
す
め
の
排
行
を
程
頤
は
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
排
行
が
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
こ
の
む
す
め
は
父
系
一
族
の
な
か
に
確
固
と
し
た
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い

た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
滋
賀
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

「
自
然
的
な
意
味
に
お
い
て
は
、
女
性
も
ま
た
父
の
宗
に
属
し
か
つ
そ
の
関
係
は
出

生
か
ら
死
亡
に
到
る
ま
で
終
生
変
わ
る
こ
と
が
な
い
。
・
・
・
他
面
社
会
的
な
意

味
に
お
い
て
は
、
女
性
は
婚
姻
に
よ
っ
て
夫
の
宗
の
者
と
な
る
と
言
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
も
父
宗
か
ら
夫
宗
へ
地
位
が
移
転
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し

ろ
婚
姻
に
よ
っ
て
初
め
て
―
夫
宗
の
う
ち
に
―
地
位
を
取
得
す
る
、
換
言
す
れ
ば
、

女
性
に
と
っ
て
社
会
的
意
味
に
お
け
る
宗
へ
の
所
属
関
係
は
、
出
生
に
よ
っ
て
で

は
な
し
に
婚
姻
に
よ
っ
て
発
生
す
る
と
み
な
く
て
は
な
ら
な（
３９
）
い
」。
�
娘
の
事
例
は

あ
き
ら
か
に
こ
の
よ
う
な
滋
賀
氏
の
理
解
と
全
く
逆
行
す
る
。

程
�
の
む
す
め
で
未
婚
の
ま
ま
亡
く
な
っ
た
者
は
も
う
一
人
い
る
。
彼
女
は
や

は
り
程
家
の
墓
地
に
葬
ら
れ
た
。
彼
女
の
叔
父
で
あ
る
程
頤
が
そ
の
墓
誌
銘
「
孝

女
程
氏
墓
誌
」
を
書
い
て
い
る
。

墓
か
ら
み
た
伝
統
中
国
の
家
族

―
―
宋
代
道
学
者
の
作
っ
た
墓

九
二



孝
女
程
氏
、
排
行
は
二
十
九
。
宋
の
名
臣
程
羽
の
後
裔
、
故
宗
正
寺
丞
程
�

の
む
す
め
。
幼
く
し
て
も
の
静
か
で
、
み
だ
り
に
笑
っ
た
り
喋
っ
た
り
せ
ず
、

人
品
趣
向
は
清
ら
か
で
、
物
を
言
う
さ
い
の
気
遣
い
に
非
常
に
優
れ
て
い
た
。

終
日
安
ら
か
に
座
っ
て
い
て
、
い
つ
も
厳
か
な
様
子
で
い
た
。
読
書
を
さ
せ

た
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
自
ず
と
文
義
に
通
じ
て
い
た
。
一
族
み
な
こ
の

子
を
大
切
に
思
い
、
結
婚
相
手
は
つ
り
あ
う
よ
う
な
者
を
と
願
っ
た
。
父
程

�
の
名
は
世
に
重
ん
じ
ら
れ
、
天
下
に
鳴
り
響
い
て
い
た
の
で
、
有
識
者
は

皆
そ
の
門
下
に
入
る
の
を
願
っ
て
い
た
。
し
か
し
七
八
年
相
手
を
探
し
た
が
、

よ
い
と
い
う
相
手
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
（
む
す
め
は
）
成
長
し
た
の
で
、

親
族
は
み
な
心
配
し
た
し
、
友
人
た
ち
は
皆
こ
れ
は
正
し
く
な
い
こ
と
だ
と

し
て
、
古
よ
り
賢
で
あ
っ
て
嫁
が
な
か
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
は
聞
い
た
こ
と

が
な
い
と
言
っ
た
。
や
む
を
得
ず
条
件
を
下
げ
て
相
手
を
探
し
た
が
、
以
前

に
も
問
題
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
知
ら
せ
る
の
に
は
忍
び
な
か
っ
た
の
で
、

あ
え
て
知
ら
せ
ず
自
ら
悟
ら
せ
る
よ
う
に
し
た
。
母
が
亡
く
な
り
、
喪
に
服

し
た
際
の
悲
し
み
か
た
は
、
古
の
篤
孝
の
士
で
あ
っ
て
も
こ
れ
以
上
で
は
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
悲
し
み
の
あ
ま
り
に
亡
く
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
病

が
重
篤
に
な
り
、
わ
た
し
は
彼
女
の
希
望
を
か
な
え
て
や
る
こ
と
が
な
か
っ

た
の
を
思
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
。「
お
ま
え
は
人
と
し
て
ふ
み
お
こ
な

う
べ
き
道
に
つ
い
て
聞
く
の
を
喜
ん
で
い
た
か
ら
、
お
ま
え
に
話
し
て
あ
げ

よ
う
。」「
も
っ
と
前
に
教
え
て
下
さ
れ
ば
良
か
っ
た
の
に
。
今
は
頭
が
ぼ
ん

や
り
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
私
は
死
に
ま
す
け
れ
ど
心
残
り
は
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
服
喪
に
た
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
が
残
念
な
だ
け
で
す
。」
兄
弟
舅
甥

姪
を
す
べ
て
よ
び
、
そ
れ
ぞ
れ
に
教
誡
を
し
、
幼
い
者
に
は
や
さ
し
い
ま
な

ざ
し
を
む
け
、
ほ
ど
な
く
し
て
息
を
引
き
取
っ
た
。
あ
あ
、
女
子
と
は
い
え
、

世
界
広
し
と
い
え
ど
も
抜
き
ん
で
た
人
間
だ
。
そ
の
高
い
見
識
秀
で
た
行
動

は
、
寿
命
で
お
わ
り
を
告
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
世
に
名
が
聞
こ
え
風
俗

を
励
ま
す
に
足
る
も
の
で
、
古
の
賢
婦
に
な
ら
び
、
歴
史
に
そ
の
名
を
刻
む

に
相
応
し
い
。
不
幸
に
し
て
短
い
命
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ほ
ど
に
辛
い
こ
と
は

他
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。

多
く
の
人
た
ち
は
み
な
彼
女
が
嫁
に
行
か
ず
に
死
ん
だ
こ
と
を
遺
憾
に
思
っ

て
い
る
が
、
自
分
だ
け
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
程
頤
と
彼
女
の
父
（
程
�
）

と
は
と
も
に
聖
賢
を
師
と
し
、
自
ら
の
行
動
が
聖
賢
の
意
に
か
な
う
も
の
か

ど
う
か
を
常
に
恐
れ
て
き
た
。
も
し
賢
者
に
遇
わ
な
い
う
ち
に
、
世
俗
の
常

人
と
め
あ
わ
せ
た
ら
、
羞
辱
を
抱
い
て
生
涯
を
す
ご
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
。
わ
た
し
は
、
彼
女
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
悲
し
く
思
う

が
、
嫁
に
い
か
な
か
っ
た
こ
と
を
悲
し
く
は
思
わ
な
い
。
嘉
祐
辛
丑
九
月
辛

戌
生
ま
れ
、
元
豊
乙
丑
二
月
丙
寅
死
去
。
伊
川
先
塋
の
東
に
葬
ら
れ
た
、
埋

葬
さ
れ
た
の
は
同
年
の
十
月
乙
酉
。
叔
父
の
頤
、
し
る（
４０
）
す
。

こ
の
墓
碑
銘
の
内
容
は
、
我
々
が
程
頤
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
一
般
的
な
イ
メ
ー

ジ
を
全
く
裏
切
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
縁
遠
く
嫁
き
遅
れ
、
二
十
四
歳
で
亡

く
な
っ
た
姪
に
つ
い
て
、
程
頤
は
そ
の
人
品
徳
行
を
称
揚
し
、
歴
史
書
に
そ
の
名

を
輝
か
せ
る
に
足
る
と
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
多
言
を
控
え
た

静
謐
高
雅
な
立
ち
居
振
る
舞
い
や
、
母
の
死
に
あ
た
っ
て
死
に
至
る
ほ
ど
の
悲
し

み
を
尽
く
し
た
孝
の
姿
を
評
価
す
る
点
は
、
儒
教
の
伝
統
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、

特
に
目
新
し
い
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
む
す

こ
が
母
に
対
し
て
行
っ
た
孝
で
は
な
く
、
む
す
め
が
生
み
の
母
親
に
対
し
て
行
う

孝
で
あ
る
こ
と
に
着
目
す
べ
き
で
あ
る
。
む
す
め
の
実
父
母
に
対
す
る
過
度
な
孝
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を
称
揚
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
結
婚
し
て
生
家
を
離
れ
る
こ
と
を
阻
害
し
か
ね
な

い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
、
程
頤
は
本
墓
誌
銘
の
最
終
段
に
お
い
て
、
妥
協

し
て
レ
ベ
ル
の
低
い
男
と
結
婚
さ
せ
る
ぐ
ら
い
な
ら
、
結
婚
さ
せ
ず
、
理
想
の
相

手
が
見
つ
か
る
ま
で
待
っ
た
方
が
良
い
、
と
い
う
よ
う
な
主
張
も
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
こ
れ
は
女
性
の
晩
婚
化
ひ
い
て
は
未
婚
化
の
肯
定
と
し
て
も
受
け
取
ら
れ

か
ね
な
い
言
辞
で
あ
る
。

も
し
程
頤
に
わ
ず
か
な
り
と
も
「
女
は
嫁
に
い
く
べ
き
存
在
で
、
婚
家
で
義
父

母
に
孝
養
を
尽
く
し
、
子
を
産
ん
で
母
と
な
っ
て
初
め
て
価
値
が
あ
る
」
と
か
「
嫁

に
行
か
ず
、
子
供
を
産
ま
な
い
よ
う
な
女
は
存
在
意
義
が
な
い
」
と
い
っ
た
よ
う

な
考
え
が
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
生
み
の
母
に
対
し
て
ど
れ
ほ
ど
孝
養
を
尽
く
し

ま
た
徳
義
を
修
め
た
と
し
て
も
、
嫁
に
行
か
な
か
っ
た
と
い
う
一
点
で
一
族
の
恥

と
も
い
う
べ
き
存
在
に
転
落
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
む
す
め
を
孝
女
と

し
て
賞
賛
し
顕
彰
し
、
歴
史
書
の
な
か
に
名
を
と
ど
め
よ
う
と
す
る
な
ど
と
い
う

こ
と
は
、
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

ま
た
�
娘
の
場
合
と
同
様
、
彼
女
に
つ
い
て
も
排
行
番
号
を
記
し
て
い
る
。
未

婚
の
う
ち
に
死
ん
だ
む
す
め
で
あ
っ
て
も
生
家
の
一
族
内
で
確
固
と
し
た
位
置
が

与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
ら
た
め
て
わ
か
る
。

た
だ
し
、
こ
の
む
す
め
た
ち
の
墓
誌
銘
に
お
い
て
は
そ
の
葬
地
に
つ
い
て
「
先

塋
の
東
」
に
葬
っ
た
、
と
記
さ
れ
、「
先
塋
」
に
葬
っ
た
と
は
書
か
れ
な（
４１
）
い
。
で
は
、

こ
の
「
先
塋
の
東
」
と
い
う
表
現
は
、
果
た
し
て
一
族
の
墓
地
に
は
葬
れ
な
い
か

ら
そ
の
東
に
葬
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

程
�
も
程
頤
も
、
成
人
男
性
を
葬
っ
た
場
合
は
「
先
塋
之
次
」
に
葬
っ
た
、
と

表
現
し
て
い（
４２
）
る
。「
次
」
と
い
う
こ
と
は
、
墓
域
内
で
何
ら
か
の
順
序
に
従
っ
て
葬
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
程
頤
は
墓
地
の
作
り
方
に
つ
い
て

論
じ
た
「
葬
説
」
を
書
い
て
お
り
、
そ
れ
に
は
「
下
穴
昭
穆
図
」
と
い
う
図
が
付

さ
れ
て
お
り
、
昭
穆
に
従
っ
た
葬
穴
の
配
置
が
図
示
さ
れ
て
い（
４３
）
る
。「
次
」
と
い
う

の
は
、
こ
う
い
っ
た
父
系
一
族
の
世
代
順
等
に
従
っ
た
配
置
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
夭
折
者
の
場
合
の
「
先
塋
之
東
」
と
い
う
表
現
は
、「
先
塋
」
つ
ま
り

一
家
の
祖
先
が
眠
る
墓
地
に
葬
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
墓
の
位
置
は
父
系
の
世

代
に
従
っ
た
位
置
で
は
な
い
と
こ
ろ
で
別
途
葬
っ
た
と
い
う
こ
と
の
表
れ
と
み
る

べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。「
先
塋
之
東
」
を
先
塋
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
証

と
解
釈
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

程
頤
の
思
想
は
、
秋
霜
烈
日
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
理
気
を
峻
別
し
て
理
を
追

求
す
る
厳
し
さ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
寄
る
辺
な
い
寡
婦
が
再
婚
す
る
こ
と
に

対
す
る
「
餓
死
の
事
は
き
わ
め
て
小
、
節
を
失
う
事
は
き
わ
め
て
大
」
と
い
う
言

辞
も
、
程
頤
の
理
を
追
求
す
る
思
想
的
厳
格
さ
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
こ
れ
ま
で
理

解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
滋
賀
氏
が
『
家
族
法
』
に
お
い
て
提
示
し
た
「
原
理
」

は
、
非
常
に
強
い
父
系
親
族
原
理
を
そ
の
内
容
と
し
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
自
体
は
、

喪
服
制
・
廟
制
な
ど
経
書
に
記
載
さ
れ
た
多
く
の
儀
礼
の
な
か
で
詳
細
か
つ
十
二

分
に
記
さ
れ
て
い
る
。
程
頤
に
と
っ
て
父
系
親
族
原
理
は
「
理
」
以
外
の
何
物
で

も
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
。
し
か
し
理
の
追
求
に
時
に
過
酷
な
ほ
ど
に
厳
格
で
あ
っ

た
程
頤
で
さ
え
「
未
婚
の
む
す
め
を
死
後
祖
先
の
墓
地
か
ら
排
除
す
る
」
と
い
う

よ
う
な
考
え
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
程
頤
で
す
ら
共
有
で
き
な
い

「
理
」
を
世
の
人
々
が
共
有
し
て
い
た
と
は
到
底
想
像
で
き
な
い
。

三
、
朱
熹

朱
熹
墓
は
現
在
の
福
建
省
建
陽
市
黄
坑
鎮
に
、
祝
夫
人
墓
は
建
陽
市
�
口
鎮
に

あ（
４４
）

る
。
朱
熹
と
そ
の
家
族
の
墓
は
、
夫
婦
合
葬
や
未
婚
の
む
す
め
の
墓
葬
に
つ
い

墓
か
ら
み
た
伝
統
中
国
の
家
族

―
―
宋
代
道
学
者
の
作
っ
た
墓
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て
考
え
る
際
の
、
非
常
に
興
味
深
い
素
材
で
あ
る
。

（
一
）
夫
婦
合
葬
に
つ
い
て

朱
熹
の
墓
は
、
妻
と
の
合
葬
墓
で
あ
る
。
一
一
七
七
年
に
夫
人
劉
氏
が
亡
く
な

り
、
そ
れ
を
受
け
て
朱
熹
が
土
地
を
探
し
、
埋
葬
し
た
。
そ
し
て
、
一
二
〇
〇
年

に
朱
熹
は
死
去
、
妻
の
傍
ら
に
合
葬
さ
れ
た
。
こ
れ
は
滋
賀
「
原
理
」
通
り
で
あ

る
。
し
か
し
や
は
り
朱
熹
が
つ
く
っ
た
朱
熹
の
父
母
の
墓
は
、「
原
理
」
と
は
遙
か

遠
い
形
で
造
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
下
朱
熹
の
父
母
の
墓
に
つ
い
て
検
討
し

た
い
。

朱
熹
の
父
・
朱
松
が
福
建
・
建
安
の
寓
居
で
死
去
し
た
の
は
、
一
一
四
三
年
、

朱
熹
十
四
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
父
朱
松
は
自
ら
の
死
後
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
家

族
の
こ
と
を
友
人
劉
子
羽
に
委
嘱
し
て
お
り
、
劉
子
羽
は
自
ら
の
地
元
・
崇
安
五

夫
里
に
朱
熹
ら
遺
族
一
家
を
引
き
取
り
、
暮
ら
し
が
立
つ
よ
う
に
計
ら
っ
た
。
そ

し
て
朱
松
の
墓
は
翌
一
一
四
四
年
、
五
夫
里
西
塔
山
に
営
ま
れ
た
。
こ
れ
も
劉
子

羽
の
計
ら
い
で
あ
り
、
ま
だ
年
少
だ
っ
た
朱
熹
は
父
墓
の
立
地
の
選
択
に
は
全
く

係
わ
っ
て
い
な
い
。

父
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
二
六
年
後
、
一
一
六
九
年
に
母
祝
氏
が
七
十
歳
で
亡
く

な
っ
た
。
時
に
朱
熹
四
十
歳
。
前
年
に
朱
子
学
の
定
論
を
確
立
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
。
朱
熹
は
盟
友
・
蔡
元
定
に
墓
地
の
選
定
を
依
頼
し
、
風
水
の
大
家
で
あ
っ
た

蔡
元
定
が
選
ん
だ
地
は
、
建
陽
県
崇
泰
里
後
山
鋪
東
寒
泉
塢
（
現
在
の
建
陽
市
�

口
鎮
）
で
あ
っ
た
。
蔡
元
定
が
�
口
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
地
の
選
択
に

繋
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
母
墓
の
傍
ら
に
建
て
た
服
喪
の
た
め
の
廬
舎
・

寒
泉
精
舎
は
、
朱
熹
の
重
要
著
作
の
執
筆
場
と
な
り
、
か
つ
朱
子
学
講
学
の
場
と

な
っ
た
。
そ
し
て
こ
こ
寒
泉
精
舎
は
建
陽
県
城
か
ら
の
交
通
至
便
さ
も
相
ま
っ
て
、

多
く
の
学
徒
門
人
が
訪
れ
、
朱
子
学
の
普
及
の
た
め
の
格
好
の
根
拠
地
を
提
供
す

る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ（
４５
）
る
。
こ
う
い
っ
た
環
境
は
武
夷
山
麓
の
つ
き
あ
た
り
に

位
置
す
る
五
夫
里
で
は
叶
わ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
祝
氏
墓
の
造
営
は
、
朱
子
学
の
発
展
と
普
及
の
た
め
の
重
要

な
契
機
を
提
供
し
た
。
し
か
し
祝
氏
墓
の
あ
る
地
は
、
朱
熹
一
家
が
居
住
し
て
い

て
父
の
墓
も
あ
る
五
夫
か
ら
陸
路
と
水
路
で
六
五
キ
ロ
も
離
れ
て
い
る
。
五
夫
か

ら
か
な
り
の
遠
距
離
を
母
の
棺
を
運
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
う
え
に
、
夫
婦
合
葬

と
い
う
形
を
と
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
朱
熹
は
夫
婦
合
葬
と
い
う
形
を

と
ら
な
い
事
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
問
題
に
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
母
の
墓
を
つ

く
り
埋
葬
し
た
の
と
同
じ
年
に
、
朱
熹
は
父
を
五
夫
里
白
水
鵝
子
峰
下
へ
と
遷
葬

し
て
い（
４６
）
る
。
父
の
墓
を
あ
た
ら
し
く
作
り
遷
葬
す
る
こ
と
に
特
に
抵
抗
が
な
か
っ

た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
母
の
墓
作
り
に
あ
た
っ
て
、
当
初
か
ら
父
母
が
合
葬
で
き

る
だ
け
の
土
地
を
探
し
、
父
母
の
棺
を
一
緒
に
合
葬
す
る
こ
と
も
出
来
た
筈
で
あ

る
。
し
か
し
朱
熹
は
そ
れ
を
せ
ず
、
母
だ
け
を
遠
く
�
口
鎮
に
葬
り
、
父
は
別
途

五
夫
里
内
の
よ
り
適
当
な
葬
地
へ
遷
葬
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
父
の

遷
葬
は
こ
の
一
度
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
朱
熹
は
自
ら
の
死
の
前
年
に
な
っ
て
、

父
を
上
梅
里
寂
歴
山
へ
遷
葬
し
た
の
で
あ
る
。
父
墓
所
在
地
が
地
勢
が
低
く
湿
度

が
高
か
っ
た
た
め
だ
と
い（
４７
）
う
。
二
度
に
わ
た
っ
て
遷
葬
を
決
行
し
た
こ
と
か
ら
み

て
、
朱
熹
が
墓
に
対
し
て
強
い
関
心
と
こ
だ
わ
り
を
持
ち
、
良
い
墓
を
つ
く
る
た

め
に
は
費
用
や
遷
葬
の
手
間
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
そ
れ

ほ
ど
ま
で
に
墓
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朱
熹
は
父
母
の

墓
を
合
葬
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
朱
熹
が
夫
婦
合
葬
こ
そ
が

な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
葬
り
か
た
だ
と
認
識
し
て
い
た
ら
、
父
母
の
墓
を
離
し
て

作
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

朱
熹
の
文
集
に
は
、
朱
熹
が
門
人
李
晦
叔
と
の
間
に
交
わ
し
た
夫
婦
合
葬
や
夫
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婦
の
位
牌
を
並
べ
て
祭
る
こ
と
に
つ
い
て
の
問
答
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

李
晦
叔
は
大
旨
以
下
の
よ
う
に
朱
熹
に
問
う
た
。
夫
婦
を
と
も
に
葬
り
と
も
に

祭
る
の
が
正
し
い
あ
り
か
た
だ
け
れ
ど
も
、
妻
が
亡
く
な
っ
て
継
妻
を
も
ら
っ
た

よ
う
な
場
合
、
一
室
に
二
人
の
妻
が
い
る
こ
と
に
な
り
適
切
で
は
な
い
か
ら
、
夫

に
配
す
る
妻
は
一
人
に
止
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
。
そ
れ
に
対
し
、
朱
熹
は
、

位
牌
に
よ
る
祭
祀
と
、
墓
葬
を
区
別
し
た
回
答
を
行
っ
て
い
る
。
祭
祀
に
つ
い
て

は
夫
の
位
牌
と
先
妻
継
妻
の
位
牌
を
並
べ
て
祭
る
方
式
を
支
持
す
る
。
と
こ
ろ
が

墓
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
朱
熹
は
い
う
。「
葬
だ
け
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
今
の

夫
婦
は
必
ず
し
も
み
な
合
葬
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
別
に
墓
地
を

設
け
れ
ば
良
い
だ
ろ（
４８
）
う
」
と
。
や
は
り
朱
熹
は
夫
婦
合
葬
を
人
と
し
て
当
然
踏
み

行
う
べ
き
原
理
と
し
て
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
２
）
未
婚
の
む
す
め
の
墓

朱
熹
に
は
む
す
め
が
五
人
い（
４９
）
た
。
そ
の
う
ち
三
女
の
朱
巳
は
在
世
十
五
年
で
未

婚
の
う
ち
に
死
去
し
て
い
る
。
朱
巳
は
成
人
し
婚
約
も
整
っ
て
い
た
が
、
夏
に
病

を
得
て
百
日
余
り
、
い
っ
た
ん
は
快
方
に
む
か
い
な
が
ら
も
、
容
態
が
急
変
し
て

亡
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
痛
苦
の
極
み
で
た
え
ら
れ
な
い
、
と
い
っ
た
朱
熹（
５０
）
は
、

亡
く
な
っ
た
む
す
め
を
哀
惜
し
、
三
字
文
の
埋
銘
を
残
し
て
い
る
。

朱
氏
の
む
す
め
、
生
ま
れ
た
の
が
癸
巳
の
年
で
、
だ
か
ら
巳
と
な
づ
け
ら
れ

た
。
字
は
叔
。
父
は
晦
翁
、
母
は
劉
氏
。
生
ま
れ
て
四
年
で
お
母
さ
ん
を
失
っ

て
し
ま
っ
て
か
わ
い
そ
う
な
こ
と
を
し
た
。
そ
し
て
十
五
で
成
人
し
て
笄
珥

を
し
、
趙
と
婚
約
し
た
と
い
う
の
に
、
突
然
逝
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
か
わ

い
そ
う
な
む
す
め
！
し
と
や
か
で
か
し
こ
い
子
だ
っ
た
。
学
問
は
し
て
い
な

く
て
も
、
お
と
う
さ
ん
の
期
待
ど
お
り
の
む
す
め
だ
っ
た
。
臨
終
の
時
に
言
っ

た
の
も
、
孝
・
友
・
悌
だ
っ
た
。
お
ま
え
は
お
母
さ
ん
に
よ
り
そ
わ
せ
て
葬

る
。
そ
れ
が
お
ま
え
の
希
望
だ
っ
た
か
ら
。
お
父
さ
ん
が
銘
を
書
い
て
、
お

母
さ
ん
が
こ
れ
か
ら
面
倒
を
み
て
く
れ
る
。
お
ま
え
が
こ
の
こ
と
を
知
る
こ

と
が
で
き
た
な
ら
、
も
う
畏
れ
る
こ
と
は
な
い
。
宋
淳
煕
歳
丁
未
（
十
四
年
）、

月
終
辜
（
十
一
月
）、
壬
寅
（
五
日
）
識（
５１
）
す

朱
熹
の
こ
の
文
章
も
、
愛
す
る
む
す
め
を
失
っ
た
哀
惜
に
み
ち
て
い（
５２
）
る
。
そ
し

て
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
む
す
め
朱
巳
を
そ
の
実
母
、
つ
ま
り
朱
熹
の
正

妻
劉
氏
と
と
も
に
葬
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
正
妻
劉
氏
の
墓
と
は
、
後
に
朱
熹

も
合
葬
さ
れ
た
朱
熹
墓
で
あ
る
。
墓
碑
に
そ
の
名
こ
そ
刻
ま
れ
て
は
い
な
い
が
、

朱
熹
墓
に
は
未
婚
の
む
す
め
も
葬
ら
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
む
す
め
は
す
で
に
婚
約
も
整
っ
て
い
た
。
滋
賀
「
原
理
」
に
従
う
の
で
あ

れ
ば
、
当
然
婚
約
者
の
趙
家
の
墓
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
朱
熹
は
そ
の
よ
う
に
は
せ
ず
、
限
り
な
い
哀
惜
と
と
も
に
、
む
す
め
を
自

分
た
ち
夫
婦
と
と
も
に
眠
ら
せ
る
こ
と
を
選
ん
で
い
る
。
滋
賀
氏
の
い
う
よ
う
な
、

墓
葬
の
面
か
ら
も
む
す
め
を
生
家
か
ら
排
除
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
「
原
理
」
を
、

朱
熹
は
明
ら
か
に
共
有
し
て
い
な
い
。

そ
し
て
朱
氏
一
族
の
墓
の
作
り
方
を
み
て
い
る
と
、
そ
も
そ
も
未
婚
で
亡
く
な
っ

た
む
す
め
を
婚
約
者
の
家
の
墓
地
に
入
れ
る
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
が
非
常
に
想

定
し
に
く
い
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

朱
氏
は
「
一
族
の
墓
園
」
を
彼
ら
が
居
住
し
て
い
た
福
建
省
内
に
持
っ
て
い
な

い
。
そ
の
た
め
、
墓
は
、「
家
族
に
死
者
が
出
た
ら
、
そ
の
都
度
、
葬
地
を
購
入
し
、

葬
る
」
と
い
う
形
で
進
め
ら
れ
て
い
た
。

そ
も
そ
も
一
家
が
福
建
で
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
偶
然
の
産
物
だ
っ
た
。

父
の
朱
松
が
福
建
の
地
方
官
の
職
に
つ
い
た
こ
と
か
ら
、
本
籍
の
徽
州
�
源
か
ら

墓
か
ら
み
た
伝
統
中
国
の
家
族

―
―
宋
代
道
学
者
の
作
っ
た
墓
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福
建
の
任
地
に
い
た
と
こ
ろ
、
方
臘
の
乱
が
起
こ
り
、
つ
い
で
宋
朝
が
ほ
ろ
ん
で

南
遷
す
る
と
い
う
事
態
に
立
ち
至
り
、
そ
の
ま
ま
福
建
に
定
住
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
彼
ら
は
移
住
す
る
と
い
う
覚
悟
の
も
と
に
福
建
に
や
っ
て
き
た
の
で
は
な
か
っ

た
の
で
あ（
５３
）
る
。

朱
松
が
福
建
建
州
政
和
県
尉
在
職
中
に
朱
松
の
父
・
朱
森
が
死
去
し
、
朱
森
は

政
和
県
の
西
二
十
里
護
国
寺
の
西
側
に
葬
ら
れ
た
。
一
方
、
朱
松
の
母
・
程
氏
は

朱
松
が
家
族
を
福
建
尤
渓
へ
残
し
て
、
臨
安
で
秘
書
省
正
字
の
任
に
あ
っ
た
と
き
、

尤
渓
で
死
去
し
た
。
朱
松
は
母
を
尤
渓
に
は
葬
ら
ず
、
父
の
墓
の
あ
る
政
和
県
に

葬
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
一
家
に
と
っ
て
尤
渓
の
地
は
寓
居
に
す
ぎ
ず
、
終
の
棲
家

に
な
る
と
い
う
見
通
し
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
一
方
、
す
で
に
政
和
県
に

は
墓
が
あ
り
、
書
院
も
持
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
政
和
県
に
埋
葬
し
た
と
い
う
の

は
自
然
な
選
択
に
思
え
る
。
し
か
し
朱
森
と
程
氏
の
墓
は
同
じ
政
和
県
内
で
は
あ
っ

て
も
、
同
葬
で
は
な
か
っ
た
。
程
氏
の
墓
は
将
渓
山
に
設
け
ら
れ
、
一
九
九
三
年
、

現
在
の
政
和
県
富
美
村
鉄
爐
嶺
で
発
見
さ
れ
た
。
つ
ま
り
朱
熹
の
祖
父
母
の
墓
は

隣
村
同
士
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

朱
熹
の
父
・
朱
松
の
墓
も
先
述
し
た
よ
う
に
、
朱
松
の
友
人
劉
子
羽
の
厚
意
に

よ
っ
て
作
ら
れ
た
こ
と
か
ら
五
夫
里
に
設
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
の
ち
成
人
し
官
僚

と
な
っ
た
朱
熹
も
「
事
前
に
心
づ
も
り
を
し
て
、
家
族
の
葬
地
を
ま
と
め
て
買
っ

て
お
く
」
と
い
う
行
動
を
と
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
朱
熹
の
母
祝
氏
の
墓
も
、
長

子
塾
の
墓
も
、
そ
れ
ぞ
れ
い
ず
れ
も
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
朱
熹
が
葬
地
を
求
め
て

購
入
し
、
葬
ら
れ
た
。
そ
し
て
朱
熹
没
後
に
亡
く
な
っ
た
次
子
・
朱
埜
の
墓
は
建

陽
県
三
衢
里
龍
隠
庵
に
、
三
子
・
朱
在
の
墓
は
建
寧
府
城
東
光
祿
坊
永
安
寺
後
に

あ（
５４
）
る
。
い
ず
れ
も
そ
の
時
々
の
状
況
で
葬
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
。

朱
熹
の
家
族
の
よ
う
に
、
必
要
に
応
じ
て
葬
地
を
買
う
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
、

中
国
社
会
の
流
動
性
と
い
う
特
徴
を
考
え
れ
ば
、
比
較
的
一
般
的
な
も
の
だ
っ
た

と
考
え
る
。
そ
も
そ
も
「
自
家
の
墓
地
」
と
い
う
土
地
が
存
在
し
て
い
な
い
以
上
、

「
婚
約
が
整
っ
て
い
た
が
、
婚
約
相
手
の
む
す
め
が
亡
く
な
っ
た
か
ら
、
遺
骸
を
ひ

き
と
っ
て
自
分
の
家
の
墓
に
入
れ
る
」
と
い
う
こ
と
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

ま
た
婚
礼
儀
礼
と
の
関
係
か
ら
言
っ
て
も
、
朱
熹
が
亡
く
な
っ
た
む
す
め
を
婚

約
者
の
相
手
の
墓
地
に
入
れ
る
こ
と
に
は
賛
同
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
昏
禮
で
定

め
ら
れ
て
い
る
「
議
昏
」「
納
采
」「
納
幣
」「
親
迎
」「
婦
見
舅
姑
」「
廟
見
」
と
い

う
六
段
階
の
プ
ロ
セ
ス
（
六
禮
）
は
、
む
す
め
が
妻
と
し
て
の
位
置
を
確
定
さ
せ

て
い
く
プ
ロ
セ
ス
に
他
な
ら
ず
、
婚
約
し
た
段
階
で
は
婚
家
先
で
の
地
位
は
確
定

し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
朱
熹
の
墓
作
り
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
朱
熹
は
、
夫
婦
合
葬
を
人
と

し
て
踏
み
行
う
べ
き
原
理
と
ま
で
は
考
え
て
お
ら
ず
、
ま
た
自
分
の
む
す
め
を
自

ら
の
墓
に
葬
っ
て
い
る
。
朱
熹
も
ま
た
滋
賀
「
原
理
」
を
共
有
し
て
は
い
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

四
、
范
仲
淹
―
補
考
と
し
て
―

最
後
に
、
道
学
者
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
范
仲
淹
の
墓
に
つ
い
て
若
干
の
考
察

を
し
た
い
。
范
仲
淹
墓
は
二
程
墓
か
ら
わ
ず
か
五
キ
ロ
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
あ
り
、

二
程
墓
参
観
後
に
范
仲
淹
の
墓
も
立
ち
寄
る
こ
と
が
で
き
た
。
范
仲
淹
は
仁
宗
の

〈
慶
暦
の
治
〉
の
立
役
者
と
し
て
、「
先
天
下
之
憂
而
憂
、
後
天
下
之
楽
而
楽
」
の

語
と
と
も
に
後
世
の
士
大
夫
か
ら
範
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
っ
た
。
宋
代
当
時
の
家

族
原
理
を
考
え
る
上
で
、
范
仲
淹
の
営
造
し
た
墓
は
大
い
に
参
考
に
な
る
は
ず
で

あ
る
。

さ
て
、
范
仲
淹
は
そ
の
生
育
歴
や
行（
５５
）

動
か
ら
、
父
系
親
族
の
観
念
が
強
い
人
物

社
会
文
化
論
集

第
十
一
号

二
〇
一
五
年
三
月

九
七



だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
れ
は
蘇
州
呉
県
の
出
身
。

二
歳
で
父
范
�
は
死
去
し
、
母
謝
氏
は
山
東
省
鄒
平
県
の
朱
文
翰
へ
再
嫁
し（
５６
）
た
。

范
仲
淹
は
母
の
連
れ
子
と
し
て
朱
氏
宅
に
お
い
て
「
朱
説
」
と
い
う
名
を
名
乗
っ

て
育
ち
、
自
ら
の
出
生
の
秘
密
を
知
っ
た
の
は
二
十
三
歳
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
自

ら
の
出
自
を
知
っ
た
彼
は
、
科
挙
に
合
格
し
て
、
自
ら
家
を
立
て
る
、
と
発
憤
し
、

勉
学
に
い
そ
し
ん
だ
。
そ
し
て
科
挙
に
合
格
し
、
官
僚
と
な
り
、
そ
し
て
范
氏
の

な
か
の
一
部
の
反
対
論
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
何
と
か
合
意
を
と
り
つ
け
本
来
の
范
姓

を
名
乗
り
、
以
後
は
「
范
仲
淹
」
の
姓
名
で
、
宋
代
第
一
の
名
臣
と
謳
わ
れ
る
活

躍
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
父
系
の
同
族
結
合
と
相
互
扶
助
の
組
織
・

范
氏
義
荘
を
設
立
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
か
つ
て
母
と
幼
い
自
分
を
范
家
か
ら
追
っ

た
一
族
の
人
々
に
対
し
て
行
わ
れ
た
支
援
事
業
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
本
来
の
父
の

姓
に
帰
ろ
う
と
い
う
志
と
、
父
姓
の
人
々
に
対
す
る
革
新
的
な
支
援
事
業
の
開
始
。

こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
父
系
の
親
族
観
念
が
非
常
に
強
い
人
物
の
よ
う
に
思
え（
５７
）
る

が
、
で
は
、
彼
が
造
っ
た
墓
は
、
そ
の
よ
う
な
事
実
は
果
た
し
て
う
か
が
え
る
だ

ろ
う
か
？

范
仲
淹
墓
は
現
在
の
洛
陽
市
伊
川
県
彭
婆
郷
許
�
村
に
あ
り
、
河
南
省
文
物
保

護
単
位
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
延
々
と
広
が
る
農
地
の
な
か
に
突
如
屹
立
す
る
巨

大
な
范
仲
淹
像
を
遠
望
で
き
る
。
范
氏
墓
苑
に
は
、
実
母
謝
氏
・
范
仲
淹
墓
・
范

仲
淹
の
長
子
純
佑
の
三
基
の
墓
が
あ
っ
た
。
他
の
族
人
に
つ
い
て
は
数
百
メ
ー
ト

ル
離
れ
た
地
に
墓
苑
が
あ
る
。
元
代
に
作
ら
れ
た
図
で
は
多
数
の
族
人
の
墓
が
書

か
れ
て
い
る
が
、
清
朝
時
代
の
図
で
は
范
仲
淹
の
三
人
の
子
の
墓
し
か
書
か
れ
て

い
な（
５８
）
い
。
墓
苑
の
管
理
を
さ
れ
て
い
た
老
人
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
有
名
で
な
い
人

の
墓
は
壊
し
て
農
地
に
な
っ
た
と
い
い
、
親
切
に
鍵
を
あ
け
て
そ
ち
ら
の
墓
苑
も

見
学
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。

さ
て
、
こ
の
二
区
域
か
ら
な
る
范
氏
墓
苑
の
す
べ
て
の
墓
碑
は
実
母
の
謝
氏
の

墓
を
の
ぞ
き
す
べ
て
男
性
一
名
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
、
墓
を
参
観

し
た
だ
け
で
は
合
葬
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
范
氏
墓
苑
で
最
も
印
象

的
だ
っ
た
の
は
、
墓
園
の
中
心
と
も
い
え
る
場
所
に
、
范
仲
淹
の
実
母
の
墓
が
あ

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
母
の
墓
の
左
側
に
范
仲
淹
墓
、
そ
し
て
母
の
墓
の
左
後
ろ
に

范
仲
淹
の
長
子
純
佑
の
墓
が
あ
る
。
そ
し
て
宋
代
随
一
の
名
臣
と
う
た
わ
れ
た
范

仲
淹
の
墓
よ
り
母
墓
の
方
が
若
干
大
き
か
っ
た
。

范
仲
淹
の
母
は
、
朱
氏
に
再
嫁
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、「
夫
婦
合
葬
」
と
い
う
滋

賀
「
原
理
」
か
ら
す
れ
ば
、
范
仲
淹
の
母
謝
氏
は
、
後
添
い
の
夫
・
朱
文
翰
と
合

葬
し
、
朱
氏
の
墓
地
に
埋
葬
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
范
仲
淹
は
実
母
を
朱
氏

と
は
合
葬
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
実
母
は
朱
氏
の
も
と
に
再
嫁
し
た
と
は
い
え
、
朱
氏
の
家
で
重
き
を

お
か
れ
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
経
済
的
に
苦
し
い
状
況
に
あ
っ

た
か
の
い
ず
れ
か
が
想
定
さ
れ（
５９
）
る
。
自
ら
の
出
生
を
知
っ
た
范
仲
淹
が
、
自
ら
発

憤
し
て
南
都
応
天
府
書
院
に
入
学
す
る
の
だ
が
、
そ
の
と
き
母
に
「
十
年
以
内
に

科
挙
に
受
か
っ
て
母
を
迎
え
に
来
る
」
と
約
束
し
て
い
る
。
そ
し
て
四
年
で
科
挙

に
合
格
し
、
官
僚
と
な
っ
た
際
、
自
ら
の
元
に
母
を
迎
え
て
扶
養
を
し
た
。
そ
し

て
十
年
を
経
過
し
た
范
仲
淹
三
十
八
歳
の
お
り
に
母
は
死
去
し
た
の
だ
っ（
６０
）
た
。
朱

家
で
の
生
活
が
満
ち
足
り
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
、
こ
の
よ
う
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ

う
。
范
仲
淹
の
望
み
は
、
自
ら
一
家
を
か
ま
え
、
母
を
ひ
き
と
っ
て
朱
氏
の
家
か

ら
離
れ
さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
夫
婦
合
葬
」
が
あ
る
べ
き
墓
葬
の
あ
り
よ
う
と
し
て
確
固
と

し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
現
実
で
の
生
活
が
ど
う
あ
ろ
う
と
、
礼
と
し

て
形
式
を
整
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。

墓
か
ら
み
た
伝
統
中
国
の
家
族
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―
宋
代
道
学
者
の
作
っ
た
墓
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で
は
、
范
氏
一
族
の
墓
に
葬
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
？
再
嫁
は

離
縁
（
被
出
）
と
は
異
な
り
、
前
夫
と
の
関
係
が
完
全
に
絶
た
れ
た
と
い
う
ふ
う

に
受
け
取
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か（
６１
）
ら
、
前
夫
の
一
族
の
墓
に
葬
る
と
い
う

こ
と
も
全
く
可
能
性
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
范
仲
淹
は
范
氏
の
本
貫
の
地
・
蘇
州
の
墓
苑
に
母
を
葬
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

そ
も
そ
も
范
一
族
の
な
か
に
は
、
范
仲
淹
の
范
氏
復
帰
を
歓
迎
し
な
い
者
も
い
た

の
で
あ
る
。
范
仲
淹
が
范
氏
の
姓
へ
の
復
帰
を
族
人
に
申
し
出
た
の
は
科
挙
に
合

格
し
官
僚
に
な
っ
た
時
点
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
功
な
り
名
な

り
を
挙
げ
た
段
階
で
の
申
し
出
で
あ
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
族
人
の
な
か
か

ら
は
彼
に
范
氏
の
姓
を
名
乗
ら
せ
る
こ
と
に
反
対
の
意
見
が
出
て
い
た
の
だ
っ
た
。

「
た
だ
本
姓
に
帰
り
た
い
だ
け
で
他
の
意
図
は
な
い
」
と
訴
え
て
よ
う
や
く
同
意
が

得
ら
れ
た
と
い（
６２
）
う
。
彼
が
范
姓
を
名
乗
る
こ
と
に
対
す
る
族
人
の
拒
否
的
対
応
に

つ
い
て
は
、
従
来
の
研
究
で
は
財
産
分
割
上
で
の
問
題
の
発
生
な
ど
金
銭
面
で
の

事
情
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
相
手
は
科
挙
官
僚
で
あ
る
。
金
銭
上
の
理
由

で
科
挙
官
僚
に
こ
の
よ
う
な
拒
絶
的
な
態
度
を
と
る
の
は
あ
ま
り
説
得
的
で
な
い

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
范
仲
淹
の
母
は
後
妻
（
正
妻
）
と
し
て
范
家
に
嫁

い
だ
の
で
は
な
く
、
妾
で
あ
っ
た
と
い
う
説
が
あ
り
、
こ
れ
な
ら
范
氏
復
帰
が
歓

迎
さ
れ
な
か
っ
た
理（
６３
）
由
も
、
蘇
州
の
墓
に
埋
葬
す
る
の
が
困
難
だ
っ
た
理
由
も
理

解
で
き
る
。
彼
は
蘇
州
か
ら
離
れ
て
遠
く
洛
陽
の
南
に
土
地
を
入
手
し
て
、
母
を

葬
っ
た
。
後
に
名
臣
の
評
価
を
高
め
、
或
い
は
私
財
を
投
じ
て
義
荘
を
設
置
し
、

范
氏
の
族
人
た
ち
に
恩
恵
を
施
し
た
後
も
、
母
の
棺
を
蘇
州
に
運
ぶ
こ
と
は
し
な

か
っ
た
。
そ
し
て
自
ら
が
死
ん
だ
後
は
、
蘇
州
で
は
な
く
、
洛
陽
の
母
の
墓
の
傍

ら
に
葬
ら
れ
た
。
そ
し
て
范
仲
淹
の
子
供
や
孫
た
ち
も
、
こ
の
地
に
葬
ら
れ
て
い
っ

た
。

結
局
、
他
家
に
嫁
出
し
范
氏
の
一
員
と
は
言
い
が
た
い
仲
淹
の
母
は
、
范
仲
淹

が
葬
ら
れ
て
い
る
范
氏
一
族
の
墓
地
の
中
心
に
、
単
独
で
葬
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
し
て
後
世
、
そ
れ
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
周
敦
頤
、
二
程
、
朱
熹
ら
の
墓
作
り
を
検
証
し
て
き
た
。
そ
の
う
ち

少
な
く
と
も
二
程
と
朱
熹
は
理
を
追
求
し
、
そ
の
実
践
を
め
ざ
そ
う
と
す
る
道
学

者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
検
証
の
結
果
は
い
ず
れ
も
滋
賀
『
家
族
法
』
で
説
か
れ
た

よ
う
な
墓
葬
法
を
原
理
と
し
て
共
有
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
程
頤
も
朱
熹
も
未
婚

の
む
す
め
は
生
家
の
墓
地
に
埋
葬
す
る
の
を
当
然
と
考
え
て
い
た
。
ま
た
、
夫
婦

合
葬
に
つ
い
て
も
、
そ
の
よ
う
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
ま
で
は
考
え
て
い
な
か
っ

た
。
滋
賀
氏
が
『
家
族
法
』
で
提
起
し
た
の
は
、
女
系
排
除
に
裏
打
ち
さ
れ
た
強

い
父
系
の
親
族
原
理
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
一
般
論
で
い
え
ば
そ
れ
は
『
儀
礼
』

等
の
経
書
の
義
で
あ
り
、
宋
代
道
学
者
は
古
の
経
義
を
現
世
に
お
い
て
実
現
し
よ

う
と
す
る
思
想
傾
向
の
人
々
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
道
学
者
た
ち
は
墓
葬

と
い
う
場
に
お
い
て
女
系
を
排
除
し
た
う
え
で
夫
に
統
合
し
よ
う
と
は
し
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
道
学
者
で
す
ら
共
有
し
て
い
な
か
っ
た
原
理
を
、
一
般
の
人
々

が
共
有
し
て
い
た
と
は
お
よ
そ
思
え
な
い
。

滋
賀
『
家
族
法
』
で
提
示
さ
れ
た
「
原
理
」
は
、
漢
〜
清
と
い
う
超
長
期
的
な

時
代
に
貫
通
す
る
原
理
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
墓
葬
に
つ
い
て
の

論
拠
は
一
九
三
〇
年
代
に
行
わ
れ
た
中
国
農
村
慣
行
調
査
に
偏
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
『
家
族
法
』
で
提
示
さ
れ
た
「
原
理
」
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
お
い
て
は
原
理

で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
宋
代
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
今
後
必
要
な
作
業
と
し
て
は
、
滋
賀
「
原
理
」
が
真
に
原
理
と
し

社
会
文
化
論
集

第
十
一
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二
〇
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て
確
立
し
た
時
期
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
慎
重
に
検
討
検
証
す
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。な

お
、
今
回
検
討
を
行
っ
て
改
め
て
感
じ
た
の
は
、
遺
体
の
埋
葬
地
で
あ
る
墓

と
、
位
牌
を
用
い
て
の
祭
祀
と
で
は
、
理
念
の
う
え
か
ら
い
っ
て
も
現
実
の
面
か

ら
い
っ
て
も
性
質
を
異
に
す
る
面
が
あ
り
、
ま
っ
た
く
同
質
の
事
柄
と
し
て
論
じ

た
の
は
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

ま
ず
理
念
と
い
う
面
に
つ
い
て
。
そ
も
そ
も
儒
教
に
お
い
て
遺
体
は
魂
魄
が
抜

け
た
あ
と
の
形
骸
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
位
牌
や
廟
の
よ
う
な
死

者
の
霊
魂
が
来
格
来
臨
す
る
処
と
比
べ
た
ば
あ
い
、
墓
は
重
要
性
が
若
干
下
が
る
。

そ
し
て
『
儀
礼
』
等
の
経
書
に
は
、
墓
に
関
し
て
さ
ほ
ど
詳
細
な
規
定
は
記
載
さ

れ
て
い
な
い
。
夫
婦
合
葬
が
正
し
い
と
い
う
規
定
は
『
儀
礼
』
に
は
存
在
し
な
い

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
経
書
に
復
帰
し
よ
う
と
い
う
思
想
傾
向
を
も
つ
者
に
と
っ

て
も
、
墓
は
比
較
的
自
由
に
作
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

次
に
現
実
面
に
つ
い
て
。
位
牌
は
持
ち
運
び
可
能
で
あ
る
が
、
墓
は
葬
地
の
購

入
に
多
額
の
金
銭
が
か
か
る
う
え
に
持
ち
運
び
が
出
来
な
い
と
い
う
違
い
が
あ
る
。

い
っ
た
ん
作
っ
た
墓
を
移
転
す
る
遷
葬
も
不
可
能
で
は
あ
る
が
な
か
な
か
に
困
難

な
こ
と
で
あ
っ
た
。
伝
統
中
国
社
会
の
流
動
性
の
高
さ
や
地
方
官
の
任
期
を
考
え

れ
ば
、
墓
葬
に
関
し
て
一
定
の
原
理
が
社
会
で
共
有
さ
れ
る
と
い
う
の
は
困
難
だ
っ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
実
際
、
宋
代
道
学
者
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
時
の
家

族
の
現
状
に
応
じ
て
墓
は
柔
軟
に
作
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
墓

と
は
伝
統
中
国
の
家
族
に
つ
い
て
、
原
理
を
さ
ぐ
る
た
め
の
材
料
と
い
う
よ
り
は
、

当
時
の
社
会
に
お
け
る
家
族
の
現
実
を
考
察
す
る
さ
い
の
良
い
素
材
と
い
え
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
、
特
に
宋
代
以
降
の
時
代
に
つ
い
て
の
墓
と
い
う

視
点
か
ら
の
家
族
史
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
的
研
究
の
存
在
を
私
は
寡
聞
に
し
て
知
ら

な
い
が
、
近
年
、
中
国
で
は
古
墓
の
発
掘
調
査
が
急
速
に
進
ん
で
い
る
。
墓
に
着

目
し
た
中
国
家
族
史
の
研
究
の
進
展
が
今
後
望
ま
れ
る
。

〔
注
〕

（
１
）
筆
者
が
参
加
し
て
い
る
清
明
集
研
究
会
で
は
、
二
〇
一
〇
年
よ
り
江
西
省
・

福
建
省
に
お
い
て
年
に
一
回
現
地
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
清
明
集
研
究
会
で

の
現
地
調
査
で
参
観
し
た
宋
人
の
墓
は
朱
熹
墓
・
祝
夫
人
墓
・
宋
慈
墓
（
二

〇
一
二
年
・
福
建
省
）、
趙
如
愚
墓
・
周
敦
頤
墓
（
二
〇
一
四
年
・
江
西
省
）。

清
明
集
研
究
会
で
の
現
地
調
査
報
告
は
下
記
の
通
り
。
大
澤
正
昭
、
佐
々
木

愛
、
小
川
快
之
、
戸
田
裕
司
、
小
島
浩
之
「
福
建
北
部
歴
史
調
査
報
告
―

『
清
明
集
』
的
世
界
の
地
理
的
環
境
と
文
化
的
背
景
〈
建
寧
府
篇
〉」『
上
智

史
学
』
五
七
号
、
二
〇
一
二
年
。
大
澤
正
昭
、
佐
々
木
愛
、
松
浦
晶
子
、

石
川
重
雄
、
原
瑠
美
「
浙
江
省
北
・
中
部
歴
史
調
査
報
告－

『
清
明
集
』
的

世
界
の
地
理
的
環
境
と
文
化
的
背
景
〈
杭
州
・
金
華
・
蘭
渓
篇
〉」『
上
智
史

学
』
五
八
号
、
二
〇
一
三
年
。
大
澤
正
昭
、
佐
々
木
愛
、
小
川
快
之
、
石

川
重
雄
、
戸
田
裕
司
「
江
西
北
部
歴
史
調
査
報
告－

『
清
明
集
』
的
世
界
の

地
理
的
環
境
と
文
化
的
背
景＜

江
州
・
饒
州
・
南
康
軍
篇＞

」『
上
智
史
学
』

五
九
号
、
二
〇
一
四
年
。
な
お
本
稿
二
章
、
四
章
で
と
り
あ
げ
た
二
程
墓
、

范
仲
淹
墓
の
調
査
に
つ
い
て
は
注
２５
参
照
。

（
２
）
滋
賀
秀
三
『
中
国
家
族
法
の
原
理
』
創
文
社
、
一
九
六
七
年
。

（
３
）
滋
賀
『
家
族
法
』
四
六
〇
頁
。

（
４
）
滋
賀
『
家
族
法
』
四
六
一
頁
（『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
�
、
七
五
頁
下
段
―

七
六
頁
上
段
）。

（
５
）
滋
賀
『
家
族
法
』
四
六
四
頁
。
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（
６
）
滋
賀
『
家
族
法
』
四
八
四
頁
。

（
７
）
滋
賀
『
家
族
法
』
五
頁
。

（
８
）
滋
賀
『
家
族
法
』
五
頁
。

（
９
）
�
俊
「
両
晋
時
期
的
幾
座
女
性
独
葬
墓
」
南
京
大
学
歴
史
系
編
『
女
性
考
古

与
女
性
遺
産
』
南
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
。

（
１０
）
陳
弱
水
「
唐
代
的
一
夫
多
妻
合
葬
與
夫
妻
関
係
―
従
景
雲
二
年＜

楊
府
君
夫

人
韋
氏
墓
誌
銘＞
談
起
」『
中
華
文
史
論
叢
』
二
〇
〇
六
年
第
一
期
。

（
１１
）
図
録
『
洛
陽
古
代
芸
術
博
物
館
』

（
１２
）
楊
寛
・
西
嶋
定
生
監
訳
『
中
国
皇
帝
陵
の
起
源
と
変
遷
』
学
生
社
、
一
九
八

一
年
。

（
１３
）
大
澤
正
昭
、
佐
々
木
愛
、
小
川
快
之
、
石
川
重
雄
、
戸
田
裕
司
「
江
西
北
部

歴
史
調
査
報
告－

『
清
明
集
』
的
世
界
の
地
理
的
環
境
と
文
化
的
背
景＜

江

州
・
饒
州
・
南
康
軍
篇＞

」『
上
智
史
学
』
五
九
号
、
二
〇
一
四
年
、
第
三

章
「
周
敦
頤
墓
（
周
敦
頤
記
念
館
）」。
周
敦
頤
墓
と
そ
の
歴
史
に
つ
い
て
は

吾
妻
重
二
氏
が
す
で
に
詳
細
な
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
同
氏
「
周
惇
頤
の
墓
―

そ
の
歴
史
と
現
況
」『
東
ア
ジ
ア
文
化
交
渉
研
究
』
東
ア
ジ
ア
文
化
研
究
科

開
設
記
念
号
、
二
〇
一
二
年
。
な
お
、
周
敦
頤
の
生
平
に
関
し
て
は
、
度
正

「
濂
渓
先
生
周
元
公
年
表
」
と
と
も
に
吾
妻
氏
の
論
考
を
参
照
し
た
。

（
１４
）『
宋
史
』
巻
三
百
一
に
立
伝
さ
れ
て
い
る
。「
鄭
向
。
字
公
明
、
開
封
陳
留
人
。

舉
進
士
中
甲
科
、
為
大
理
評
事
、
通
判
蔡
州
、
累
遷
尚
書
屯
田
員
外
郎
、
知

濠
州
、
徙
蔡
州
。
召
試
集
賢
院
、
未
幾
、
除
三
司
�
部
判
官
、
修
起
居
注
。

遷
度
支
員
外
郎
、
為
鹽
鐵
判
官
。
出
為
兩
浙
轉
運
副
使
、
疏
潤
州
蒜
山
漕
河

抵
于
江
、
人
以
為
便
。
復
為
鹽
鐵
判
官
、
擢
知
制
誥
、
同
勾
當
三
班
院
。
使

契
丹
、
再
遷
兵
部
郎
中
、
提
點
諸
司
庫
務
、
以
龍
圖
閣
直
學
士
知
杭
州
、

卒
。」

（
１５
）
吾
妻
氏
は
周
敦
頤
の
知
南
康
軍
へ
の
着
任
そ
れ
自
体
、
母
の
遷
葬
を
目
的
に

し
た
も
の
だ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
注
１３
所
掲
の
同
氏
の
論
文
参
照
。

（
１６
）『
周
敦
頤
集
』
巻
六
に
、
道
州
に
居
住
し
て
い
た
父
系
親
族
宛
の
書
簡
二
通

が
収
め
ら
れ
て
い
る
。「
與
二
十
六
叔
等
手
帖
」、「
與
仲
章
姪
手
帖
」。

（
１７
）
湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
編
著
『
濂
渓
故
里
―
考
古
学
与
人
類
学
視
野
中
的

古
村
落
』
科
学
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
。
な
お
、
本
段
落
の
周
氏
一
族
の
墓

に
関
す
る
情
報
は
、
す
べ
て
本
書
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
１８
）
陳
弱
水
氏
は
、
先
妻
が
夫
と
合
葬
さ
れ
て
い
る
場
合
、
継
妻
が
嫉
妬
の
た
め

に
合
葬
さ
れ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
例
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
注
１０
前
掲

論
文
）。
し
か
し
周
敦
頤
母
鄭
氏
の
場
合
、
先
妻
が
合
葬
さ
れ
ず
夫
は
単
葬

さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
種
の
問
題
は
生
じ
な
い
。

（
１９
）
周
輔
成
と
妻
鄭
氏
そ
れ
ぞ
れ
の
墓
は
、
複
数
の
単
葬
墓
を
設
け
る
か
、
合
葬

に
す
る
か
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
夫
は
長
子
夫
婦
に
囲
ま
れ
、
妻
は
次
子

夫
婦
に
囲
ま
れ
て
眠
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は

夫
婦
の
墓
は
つ
り
あ
い
が
と
れ
て
い
る
と
い
え
な
く
も
な
い
。
な
お
、
長
子

砺
の
墓
と
、
妻
・
呉
氏
の
墓
の
墳
墓
の
寸
法
は
全
く
同
一
で
あ
る
。
妻
の
墓

は
夫
の
墓
よ
り
小
さ
く
作
る
と
い
っ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
は
存
在
し
な
い
よ

う
に
み
え
る
。

（
２０
）
注
１７
前
掲
『
濂
渓
故
里
―
考
古
学
与
人
類
学
視
野
中
的
古
村
落
』
二
五
三
頁
。

（
２１
）
注
１０
前
掲
陳
弱
水
論
文
。

（
２２
）
土
田
健
次
郎
氏
『
道
学
の
形
成
』
二
〇
〇
二
年
、
創
文
社
。

（
２３
）
度
正
「
濂
渓
先
生
周
元
公
年
表
」
景
祐
三
年
丙
子
条
。

（
２４
）
本
件
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
程
頤
・
朱
熹
の
再
嫁
批
判
の
言
説
を
め
ぐ
っ
て
」

社
会
文
化
論
集

第
十
一
号

二
〇
一
五
年
三
月

一
〇
一



『
上
智
史
学
』
四
五
号
、
二
〇
〇
〇
年
で
論
じ
て
い
る
。

（
２５
）
今
回
の
調
査
に
同
行
し
た
の
は
、
法
文
学
部
社
会
文
化
学
科
歴
史
と
考
古
コ
ー

ス
所
属
の
二
年
生
伊
藤
理
人
、
海
老
田
大
輔
、
小
林
亮
太
、
小
山
萌
の
四
名

で
あ
る
。
ま
た
、
本
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
修
了
生
で
洛
陽
市
在
住
の

毛
琳
さ
ん
が
同
行
し
て
く
れ
た
。
本
調
査
旅
行
に
お
い
て
参
観
し
た
古
墓
は

二
程
墓
、
范
仲
淹
墓
、
邵
雍
墓
、
洛
陽
古
代
芸
術
博
物
館
（
古
墓
博
物
館
）、

白
居
易
墓
で
あ
る
。

（
２６
）『（
乾
隆
）
洛
陽
県
志
』
巻
三
、
山
川
、
程
�
墓
程
�
墓
程
頤
墓
。

（
２７
）
山
際
明
利
「
北
宋
四
子
墓
探
訪
記
」『
東
方
』
二
四
〇
、
二
〇
〇
一
年
、
吾

妻
重
二
「
二
程
の
墓
」『
宋
代
思
想
の
研
究
』
関
西
大
学
出
版
部
、
�
中
国

学
汎
論
、
第
六
章
二
〇
〇
九
年
。

（
２８
）
程
琳
は
同
中
書
門
下
平
章
事
ま
で
登
り
、
死
去
後
中
書
令
を
贈
ら
れ
て
い
る
。

（
２９
）
こ
の
よ
う
に
男
性
一
人
の
み
の
名
を
記
し
た
墓
碑
は
し
ば
し
ば
目
に
す
る
。

現
在
見
ら
れ
る
宋
代
古
墓
の
墓
碑
は
お
お
む
ね
清
朝
時
代
以
降
に
建
て
ら
れ

た
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
清
朝
時
代
に
お
い
て
も
「
墓
碑
に
は
妻
の
名
前
を

併
せ
て
記
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
向
は
さ
ほ
ど
強
く
働
い
て
い
な
か
っ

た
と
解
せ
る
事
象
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
後
考
を
俟
つ
。

（
３０
）
王
安
石
『
臨
川
先
生
文
集
』
巻
九
九
、
楚
国
太
夫
人
陳
氏
墓
誌
銘
。「
�
於

河
南
伊
闕
県
神
陰
郷
定
公
之
墓
」。

（
３１
）『
河
南
程
氏
文
集
』
巻
十
三
、
大
中
自
撰
墓
誌
。「
葬
於
伊
川
先
塋
之
次
、
上

谷
郡
君
�
焉
。」

（
３２
）『
河
南
程
氏
文
集
』
巻
十
一
、
伊
川
先
生
文
七
、
明
道
先
生
行
状
。

（
３３
）『
河
南
程
氏
遺
書
』
付
録
、
張
繹
「
祭
文
」
附
尹
淳
語
。
土
田
健
次
郎
『
道

学
の
形
成
』
創
文
社
、
二
〇
〇
二
年
、
第
七
章
道
学
の
形
成
と
展
開
、
第
一

節
、
晩
年
の
程
頤
、
参
照
。

（
３４
）
程
氏
一
族
中
最
大
の
顕
官
と
い
え
る
程
琳
の
墓
は
、
墓
列
最
端
に
あ
り
、
墓

道
も
つ
く
ら
れ
石
人
石
獣
が
お
か
れ
る
な
ど
大
々
的
に
整
備
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
山
際
氏
は
程
琳
墓
自
体
を
見
て
い
な
い
。
墓
誌
銘
に
よ
れ
ば
、
程
琳

が
埋
葬
さ
れ
た
地
は
「
伊
闕
県
神
陰
郷
」
で
あ
る
。
伊
闕
県
は
現
在
の
伊
川

県
西
南
に
あ
た
り
、「
神
陰
郷
」
が
こ
の
二
程
墓
の
地
に
比
定
さ
れ
て
い
る

（
注
１３
前
掲
吾
妻
氏
論
文
）。
し
か
し
程
頤
・
程
�
の
手
に
な
る
墓
誌
銘
を
み

る
と
葬
地
が
「
伊
闕
県
神
陰
郷
」
と
書
か
れ
る
場
合
と
「
伊
川
」
と
書
か
れ

る
場
合
が
あ
る
。
程
琳
、
程
端
愨
、
�
娘
は
前
者
で
あ
り
、
程
�
、
程
�
、

程
孝
女
は
後
者
で
あ
る
。
ま
た
『（
乾
隆
）
洛
陽
県
志
』
巻
三
、
山
川
の
記

述
に
よ
る
と
、「
程
琳
墓
、
在
県
南
伊
闕
神
陰
郷
張
苗
里
」
と
記
さ
れ
る
一

方
、「
程
�
墓
、
程
�
墓
、
程
頤
墓
、
在
龍
門
南
五
十
里
」
と
や
は
り
両
者

は
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。
後
考
を
俟
つ
。

（
３５
）『
河
南
程
氏
文
集
』
巻
十
。

（
３６
）『
河
南
程
氏
文
集
』
巻
四
、
明
道
先
生
文
四
、
程
邵
公
墓
誌
、
お
よ
び
同
巻
、

�
娘
墓
誌
銘
。

（
３７
）
こ
の
夭
折
し
た
む
す
め
た
ち
の
墓
誌
銘
に
着
目
し
た
論
文
と
し
て
、
邱
佳
慧

「
由
墓
誌
銘
看
二
程
婦
女
的
書
寫
」『
東
呉
歴
史
学
報
』
十
二
、
二
〇
〇
四
年
、

が
あ
る
。

（
３８
）『
河
南
程
氏
文
集
』
巻
四
、
明
道
先
生
文
四
、
�
娘
墓
誌
銘
。「
�
娘
、
廣
平

程
�
之
幼
女
也
。
其
父
佐
�
淵
軍
而
生
、
故
命
之
曰
�
。
其
第
、
四
十
七
。

生
於
煕
寧
四
年
季
秋
之
丁
未
、
死
於
十
年
季
夏
之
壬
午
。
其
質
端
而
厚
、
其

気
温
而
良
、
其
挙
動
知
思
、
安
静
沈
遠
、
殆
如
老
成
、
衆
皆
意
其
福
且
寿
。

事
固
有
莫
可
計
者
、
命
矣
夫
。
始
病
痘
、
瘡
工
薬
之
過
剤
。（
一
作
劇
。）
善

墓
か
ら
み
た
伝
統
中
国
の
家
族

―
―
宋
代
道
学
者
の
作
っ
た
墓

一
〇
二



医
者
論
之
曰
、
痘
瘡
之
初
、
誠
欲
利
者
也
、
然
当
視
其
気
之
彊
弱
、
為
薬
之

可
否
、
疾
之
重
軽
、
為
剤
之
大
小
。
今
概
以
大
薬
下
之
、
宜
其
死
。
噫
、
是

亦
命
歟
。
人
理
之
未
至
、
吾
容
当
責
命
於
天
、
言
之
以
為
世
戒
云
耳
。
悲
夫
。

�
娘
既
死
七
十
五
日
、
而
葬
河
南
伊
陽
県
神
陰
郷
先
塋
之
東
、
與
其
姉
嬌
児

同
兆
。（
一
作
穴
。）
銘
曰
、
合
而
生
、
非
来
、
盡
而
死
、
非
往
。
然
而
精
気

本
於
天
、
形
魄
帰
於
地
、
謂
之
往
亦
可
矣
」。

（
３９
）
滋
賀
『
家
族
法
』
二
十
頁
。

（
４０
）『
河
南
程
氏
文
集
』
巻
十
一
、
伊
川
先
生
文
七
、
孝
女
程
氏
墓
誌
。「
孝
女
程

氏
、
其
第
二
十
九
、
有
宋
名
臣
諱
羽
之
後
、
故
宗
正
寺
丞
�
之
女
。
幼
而
荘

静
、
不
妄
言
笑
、
風
格
瀟
瀟
、
趣
向
高
潔
、
発
言
慮
事
、
遠
出
人
意
、
終
日

安
座
、
儼
然
如
齊
、
未
嘗
教
之
読
書
、
而
自
通
文
義
。
挙
族
愛
重
之
、
択
配

欲
得
称
者
。
其
父
名
重
於
時
、
知
聞
�
天
下
、
有
識
者
皆
願
出
其
門
。
訪
求

七
八
年
、
未
有
可
者
。
既
長
矣
、
親
族
皆
以
為
憂
、
交
舊
皆
以
為
非
、
謂
自

古
未
聞
以
賢
而
不
嫁
者
。
不
得
已
而
下
求
、
嘗
有
所
議
、
不
忍
使
之
聞
知
、

蓋
度
其
不
屑
也
。
母
亡
、
持
喪
盡
哀
、
雖
古
篤
孝
之
士
、
無
以
過
也
、
遂
以

毀
死
。
病
既
革
、
頤
念
無
以
適
其
意
、
謂
之
曰
、
爾
喜
聞
道
義
、
吾
為
爾
言

之
。
曰
、
何
不
素
教
我
。
今
且
�
矣
。
我
死
無
憾
、
獨
以
不
勝
喪
為
恨
爾
。

盡
召
兄
弟
舅
甥
姪
、
人
人
教
誡
、
幼
者
撫
視
、
頃
之
而
絶
。
嗚
呼
、
是
雖
女

子
、
亦
天
地
中
一
異
人
也
。
如
其
高
識
卓
行
、
使
之
享
年
、
足
以
名
世
勵
俗
、

並
前
古
賢
婦
、
垂
光
簡
册
。
不
幸
短
命
、
何
痛
如
之
。
衆
人
皆
以
未
得
所
帰

為
恨
、
頤
獨
不
然
。
頤
與
其
父
以
聖
賢
為
師
、
所
為
尚
（
一
作
常
）
恐
不
当

其
意
、
苟
未
遇
賢
者
而
以
配
世
俗
常
人
、
是
使
之
抱
羞
辱
以
没
世
。
頤
恨
其

死
、
不
恨
其
未
嫁
也
。
其
生
以
嘉
祐
辛
丑
九
月
辛
戌
、
其
卒
以
元
豊
乙
丑
二

月
丙
寅
、
葬
伊
川
先
塋
之
東
、
是
年
十
月
乙
酉
也
。
叔
父
頤
誌
」。

（
４１
）
夭
折
者
が
男
性
で
あ
っ
た
場
合
も
同
様
に
「
東
」
に
葬
っ
た
と
記
さ
れ
る
。

『
河
南
程
氏
文
集
』
巻
四
、
明
道
先
生
文
四
、
程
邵
公
墓
誌
。

（
４２
）『
河
南
程
氏
文
集
』
巻
四
、
明
道
先
生
文
四
、
程
殿
丞
墓
誌
銘
。『
河
南
程
氏

文
集
』
巻
十
二
、
伊
川
先
生
文
八
、
書
先
公
自
撰
墓
誌
後
。

（
４３
）『
河
南
程
氏
文
集
』
巻
十
、
葬
説
、
下
穴
昭
穆
図
。

（
４４
）
両
墓
と
も
に
二
〇
一
二
年
に
参
観
し
た
。
調
査
報
告
書
に
つ
い
て
は
注
１
前

掲
。

（
４５
）
三
浦
国
雄
「
朱
熹
の
墓
―
福
建
の
旅
か
ら
」『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
五

号
、
一
九
八
八
年
（
後
、『
風
水

中
国
人
の
ト
ポ
ス
』
平
凡
社
、
一
九
九

五
年
、
所
収
）
参
照
。

（
４６
）『
朱
文
公
文
集
』
巻
九
十
四
皇
考
朱
府
君
遷
墓
記
「
乃
以
乾
道
六
年
七
月
五

日
、
遷
於
里
之
白
水
鵝
子
峰
下
」。

（
４７
）『
朱
文
公
文
集
』
巻
九
十
七
、
皇
考
左
承
議
郎
守
尚
書
吏
部
員
外
郎
兼
史
館

校
勘
累
贈
通
議
大
夫
朱
公
行
状
、「
公
卒
之
明
年
、
熹
奉
其
柩
葬
於
建
寧
府

崇
安
県
五
夫
里
之
西
塔
山
、
而
碩
人
別
葬
建
陽
県
崇
泰
里
後
山
鋪
東
寒
泉
塢
。

而
然
公
所
蔵
地
勢
卑
湿
、
乃
卜
以
慶
元
某
年
某
月
某
日
奉
而
遷
崇
安
武
夷
郷

上
梅
里
寂
歴
山
僧
舎
之
北
」。

（
４８
）『
朱
文
公
文
集
』
巻
六
十
二
、
答
李
晦
叔
。「
唯
葬
則
今
人
夫
婦
未
必
皆
合
葬
、

継
室
別
営
兆
域
宜
亦
可
耳
」。

（
４９
）
朱
熹
の
親
族
・
家
族
に
つ
い
て
は
陳
栄
捷
『
朱
子
新
探
索
』
台
湾
学
生
書
局
、

一
九
八
八
年
、
第
七
節
、
朱
氏
親
属
、
参
照
。

（
５０
）
む
す
め
の
病
状
の
経
過
や
亡
く
な
っ
た
時
の
朱
熹
の
悲
嘆
に
つ
い
て
は
、『
朱

文
公
文
集
』
別
集
巻
四
、
與
林
井
伯
第
五
書
、『
朱
文
公
文
集
』
巻
二
七
、

與
曹
晋
叔
書
。
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（
５１
）『
朱
文
公
文
集
』
巻
九
三
、
女
巳
埋
銘
「
朱
氏
女
、
生
癸
巳
、
因
以
名
。
叔

其
字
、
父
晦
翁
、
母
劉
氏
。
生
四
年
、
呱
失
恃
。
十
有
五
、
適
笄
珥
。
趙
聘

入
、
奄
然
逝
。
哀
汝
生
、
婉
而
慧
。
雖
未
学
、
得
翁
意
。
臨
絶
言
、
孝
友
悌
。

従
母
藏
、
亦
其
志
。
父
汝
銘
、
母
汝
視
。
汝
有
知
、
尚
無
畏
。
宋
淳
煕
、
歳

丁
未
、
月
終
辜
、
壬
寅
識
」。

（
５２
）
陳
栄
捷
氏
は
三
字
文
が
児
童
向
け
の
文
体
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
上
で
、
こ

の
女
巳
埋
銘
に
つ
い
て
「
こ
の
文
章
は
三
字
で
一
句
と
し
、
韻
を
ふ
ん
で
い

る
。
ご
く
簡
単
な
こ
と
ば
使
い
で
、
意
味
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
・
・
・

こ
の
む
す
め
は
幼
児
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
学
問
を
し
て
は
い
な
か
っ

た
。
だ
か
ら
こ
の
文
は
初
学
者
の
た
め
に
つ
く
っ
た
文
章
で
あ
る
」
と
述
べ

て
い
る
。（
陳
栄
捷
『
朱
子
新
探
索
』
前
掲
書
、
第
一
〇
五
節
、
三
字
文
）。

と
す
れ
ば
つ
ま
り
朱
熹
は
亡
く
な
っ
た
む
す
め
で
も
分
か
る
よ
う
な
や
さ
し

い
文
章
に
し
て
む
す
め
に
直
接
語
り
か
け
、
特
に
最
終
段
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（
５３
）
朱
松
の
福
建
移
住
の
経
緯
や
、
朱
熹
の
祖
父
母
の
死
没
地
お
よ
び
墓
の
所
在

等
に
つ
い
て
は
、
前
掲
陳
栄
捷
『
朱
子
新
探
索
』
第
七
節
の
ほ
か
、
束
景
南

『
朱
熹
年
譜
長
編
』
巻
上
、
華
東
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
、
木
下

鉄
矢
『
朱
子
学
の
位
置
』
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
七
年
参
照
。

（
５４
）
注
４９
前
掲

陳
栄
捷
『
朱
子
新
探
索
』
第
七
節
参
照
。

（
５５
）
程
�
�
『
范
仲
淹
新
�
』
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
陳
栄
照
『
范

仲
淹
研
究
』
三
聯
書
店
、
香
港
、
一
九
八
七
年
、
竺
沙
雅
章
『
范
仲
淹
』
白

帝
社
、
一
九
九
五
年
、
参
照
。

（
５６
）
顧
霆
・
周
星
「
范
仲
淹
的
個
性
與
宋
代
婦
女
改
嫁
習
俗
」『
范
仲
淹
研
究
�

集
』
蘇
州
大
学
出
版
社
、
一
九
九
五
年
。

（
５７
）
た
だ
し
范
氏
義
荘
の
規
定
（
文
正
公
初
定
規
矩
）
を
み
る
と
、
特
に
范
氏
を

名
乗
る
男
性
だ
け
を
優
遇
し
て
い
る
よ
う
に
は
み
え
な
い
。
族
人
に
支
給
さ

れ
る
米
は
一
人
に
つ
き
一
升
と
定
め
ら
れ
、
男
女
と
も
に
支
給
対
象
と
な
り

か
つ
差
は
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
「
一
、
嫁
女
支
銭
三
十
貫
、（
七
十

七
陌
下
並
准
此
）
再
嫁
二
十
貫
。
一
、
娶
婦
支
銭
二
十
貫
、
再
娶
不
支
。」

と
あ
る
よ
う
に
、
嫁
に
行
く
場
合
の
ほ
う
が
、
妻
を
娶
る
場
合
よ
り
も
よ
り

大
き
な
給
付
が
受
け
ら
れ
る
定
め
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
「
女
使
有
児

女
、
在
家
及
十
五
年
、
年
五
十
以
上
、
聴
給
米
」「
毎
房
許
給
奴
婢
米
一
口
」

と
あ
る
よ
う
に
、
隷
属
的
雇
用
人
で
も
給
付
が
う
け
ら
れ
る
と
さ
れ
る
他
、

女
系
の
親
族
で
も
飢
饉
な
ど
で
困
窮
す
れ
ば
支
援
が
う
け
ら
れ
る
と
定
め
ら

れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
規
定
か
ら
は
女
系
や
非
血
縁
者
に
対
す
る
抑
圧
は

感
じ
ら
れ
な
い
。

（
５８
）『
范
文
正
公
集
』（
四
部
叢
刊
初
編
本
）
八
、
遺
跡
、
萬
安
山
図
、『
范
氏
家

乘
』（
道
光
三
十
年
呉
県
范
氏
刊
本
）
巻
首
図
像
、
忠
宣
公
墓
図
。

（
５９
）
朱
文
翰
が
こ
の
時
点
ま
で
に
死
去
し
て
い
る
と
い
う
説
も
一
部
あ
る
よ
う
で

あ
る
が
、
墓
碑
銘
等
伝
記
資
料
に
は
そ
の
記
述
は
な
い
。
な
お
、
慶
暦
五
年

に
范
仲
淹
は
継
父
朱
文
翰
の
た
め
に
贈
官
を
乞
う
上
奏
を
し
て
お
り
、
そ
れ

を
う
け
て
太
常
博
士
が
贈
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
朱
氏
の
子
弟
三
人
は
、
范
仲

淹
の
恩
蔭
に
よ
っ
て
官
僚
と
な
っ
て
い
る
。「
公
以
朱
氏
長
育
有
恩
、
常
思

厚
報
之
、
及
貴
南
郊
所
加
恩
、
乞
贈
朱
氏
父
太
常
博
士
、
朱
氏
諸
兄
弟
、
皆

公
為
葬
之
、
歳
別
為
饗
祭
、
朱
氏
子
弟
以
公
恩
蔭
得
補
官
者
三
人
。」（『
范

文
正
公
集
』
言
行
拾
遺
事
録
、
巻
一
）。

（
６０
）
范
仲
淹
の
母
は
天
聖
四
年
に
亡
く
な
っ
た
。
彼
女
が
ど
こ
で
没
し
た
の
か
は

未
詳
。
范
仲
淹
は
天
聖
元
年
に
楚
州
糧
科
院
に
う
つ
り
、
翌
年
大
理
寺
丞
に

墓
か
ら
み
た
伝
統
中
国
の
家
族

―
―
宋
代
道
学
者
の
作
っ
た
墓
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う
つ
っ
て
い
る
。
大
理
寺
丞
が
寄
禄
官
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
母
の
死

没
地
は
楚
州
（
淮
安
）
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
た
だ
范
仲
淹
は
南
京
応
天

府
�
陽
（
現
在
の
河
南
省
商
丘
市
）
で
喪
に
服
し
て
い
る
。
淮
安
か
ら
商
丘

ま
で
の
距
離
は
三
五
〇
キ
ロ
。
な
お
、
南
京
（
商
丘
）
は
范
仲
淹
の
妻
李
氏

の
出
身
地
で
あ
る
か
ら
、
故
郷
を
持
た
な
い
范
仲
淹
に
と
っ
て
は
適
切
な
居

住
地
で
あ
る
。
な
お
、
商
丘
か
ら
母
墓
の
あ
る
洛
陽
ま
で
は
三
六
〇
キ
ロ
。

か
な
り
の
距
離
を
運
棺
し
た
こ
と
に
な
る
。

（
６１
）『
唐
律
疏
義
』
巻
二
十
二
、「
諸
妻
妾
殴
詈
故
夫
之
祖
父
母
父
母
者
、
各
減
殴

詈
舅
姑
二
等
、
折
傷
者
加
役
流
、
死
者
斬
、
過
失
殺
傷
者
、
依
凡
論
」
疏
義
、

「
故
夫
、
謂
夫
亡
改
嫁
者
。
其
被
出
及
和
離
者
、
非
。」

（
６２
）
注
５５
前
掲
の
諸
書
を
参
照
。

（
６３
）
遠
藤
隆
俊
氏
は
、
范
仲
淹
母
謝
氏
は
妾
だ
っ
た
と
い
う
説
に
立
っ
て
い
る
。

（
同
氏
「
宋
元
宗
族
的
墳
墓
和
祠
堂
」『
中
国
社
会
歴
史
評
論
』
第
九
卷
、
二

〇
〇
八
年
、
参
照
。）
も
し
謝
氏
が
妾
だ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
夫
死
後
早
々

に
家
か
ら
追
わ
れ
た
の
も
頷
け
る
。
と
す
れ
ば
、
再
嫁
先
の
朱
文
翰
も
正
妻

で
な
く
妾
と
し
て
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
妾
だ
っ
た
の

で
あ
れ
ば
、
謝
氏
が
朱
家
に
入
り
、
後
に
范
仲
淹
を
名
乗
る
こ
と
に
な
る
朱

説
が
成
人
し
た
後
も
、
彼
を
冷
遇
す
る
「
弟
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
説

明
が
つ
く
。
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