
は
じ
め
に

一
、
羅
家
と
そ
の
親
族
結
合
状
況

二
、
羅
虞
臣
と
裁
判

（
一
）
紛
争
の
大
要
と
経
過

（
二
）
羅
虞
臣
の
請
託
行
為

（
三
）
裁
判
に
勝
利
す
る
た
め
に－

族
譜
の
必
要
性－

（
四
）
敗
訴
の
原
因
と
訴
訟
の
背
景

お
わ
り
に

は
じ
め
に

『
稗
編
』『
古
今
図
書
集
成
』『
明
文
海
』『
五
礼
通
考
』
等
と
い
っ
た
明
清
期
の
類
書
、

文
集
、
儀
礼
研
究
書
に
は
、
羅
虞
臣
「
小
宗
辨
」
と
い
う
一
文
が
掲
載
さ
れ
て
い

（
１
）
る
。
古
の
親
族
法
で
あ
る
宗
法
を
論
じ
た
全
文
五
千
五
百
字
程
度
の
小
文
で
は
あ

る
が
、
そ
れ
は
い
か
に
も
明
代
的
な
、
き
わ
め
て
新
奇（
２
）
な
解
釈
が
展
開
さ
れ
た
「
魅

力
的
」
な
文
章
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
諸
書
に
引
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
羅
虞
臣
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
一
文
に
よ
っ
て
、
学
術
史
上
に
そ
の
名
を
残
し
た
こ

と
に
な
る
。

た
だ
し
羅
虞
臣
は
『
儀
礼
』
等
の
礼
経
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
研
究
を
残
し
た

人
物
で
は
な
い
。
彼
の
遺
稿
集
で
あ
る
『
羅
司
勲
文
集
』
中
に
み
え
る
礼
論
は
、

嘉
靖
大
礼
に
関
す
る
上
奏
文
原
稿
の
ほ
か
は
、「
小
宗
辨
」
等
祖
先
祭
祀
や
葬
礼
な

ど
の
実
践
儀
礼
に
関
す
る
若
干
の
議
論
が
そ
の
す
べ
て
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
ら

は
そ
も
そ
も
羅
虞
臣
自
身
の
編
纂
に
か
か
る
族
譜
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
彼
の
礼
学
と
は
、
族
譜
の
編
纂
を
行
い
自
族
の
組
織
化
、
秩
序
化
を

目
指
す
試
み
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
彼
の

礼
学
の
理
解
の
た
め
に
は
、
そ
の
議
論
の
前
提
と
な
る
、
彼
の
親
族
の
状
況
の
理

解
が
必
須
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
、「
小
宗
辨
」
等
の
羅
虞
臣
の
礼
学
関
係
の
議
論

内
容
自
体
の
分
析
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
し
、
ま
ず
は
羅
虞
臣

羅
虞
臣
の
族
譜
編
纂
と
裁
判－

明
代
中
期
広
東
省
順
徳
県－

＊

佐
々
木

愛

キ
ー
ワ
ー
ド：

宗
族
・
広
東
・
族
譜
・
裁
判

＊
島
根
大
学
法
文
学
部

社
会
文
化
論
集

第
七
号

二
〇
一
一
年
三
月
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自
身
を
め
ぐ
る
親
族
の
状
況
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た
い
。『
羅
司
勲

文
集
』
に
は
、
彼
が
編
纂
し
た
族
譜
の
一
部
の
ほ
か
、
親
族
に
か
か
わ
る
裁
判
案

件
に
つ
い
て
の
書
簡
二
通
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
羅
虞
臣
は
族
譜
を
編
纂
し
儀

礼
を
論
じ
た
理
由
に
つ
い
て
直
接
語
っ
て
は
い
な
い
が
、
同
時
期
に
起
き
て
い
た

裁
判
事
案
と
の
関
連
で
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
羅
虞
臣

と
い
う
一
個
人
の
理
解
に
止
ま
る
も
の
で
な
く
、
中
国
社
会
史
研
究
上
に
も
僅
か

な
が
ら
資
す
る
内
容
を
も
つ
と
考
え
る
。

日
本
に
お
け
る
中
国
の
父
系
親
族
集
団
・
宗
族
に
つ
い
て
の
歴
史
的
研
究
は
、

一
九
八
〇
年
代
に
お
け
る
発
展
段
階
論
の
退
潮
と
地
域
社
会
論
の
興
隆
に
伴
っ
て

活
況
を
呈
し
て
き
た
。
し
か
し
宗
族
研
究
を
行
う
さ
い
主
と
し
て
対
象
に
な
っ
て

き
た
の
は
、
族
譜
を
も
ち
、
共
同
財
産
を
有
す
る
大
宗
族
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ

ら
大
宗
族
が
編
纂
し
た
族
譜
に
は
、
あ
た
か
も
そ
の
宗
族
が
宋
代
や
明
代
か
ら
一

貫
し
て
存
在
し
、
成
長
拡
大
を
続
け
て
き
た
か
の
よ
う
に
描
か
れ
る
の
が
常
で
あ

り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
理
解
も
さ
れ
て
き（
３
）

た
。
し
か
し
近
年
は
、
宗
族
と
い
う
も

の
が
必
要
に
応
じ
て
折
々
に
作
ら
れ
て
い
く
人
間
関
係
で
あ
っ
た
こ（
４
）

と
、
宋
代
や

明
代
以
来
結
集
し
て
い
た
こ
と
が
謳
わ
れ
る
宗
族
で
あ
っ
て
も
、
団
体
性
を
獲
得

す
る
の
は
清
代
中
期
以
降
で
あ
っ
た
り
す
る
こ（
５
）

と
、
そ
し
て
宗
族
の
結
合
度
合
は

非
常
に
様
々
で
あ
っ
た
こ（
６
）

と
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
羅
虞
臣
の
出
生
地
で
あ
る

広
東
・
順
徳
県
は
、
珠
江
下
流
デ
ル
タ
地
帯
に
位
置
し
、
大
宗
族
の
発
達
し
て
い

る
地
域
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
地
で
あ
り
、
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
順
徳
の
羅
氏

は
現
在
も
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
地
に
お
い
て
、
明
代
中
期
と
い
う
時
点

に
お
い
て
、
族
譜
を
編
纂
し
、
宗
族
形
成
を
行
お
う
と
し
た
個
人
の
試
み
に
つ
い

て
、
ミ
ク
ロ
な
分
析
を
行
う
こ
と
は
、
近
年
歴
史
的
な
・
動
的
な
存
在
と
し
て
理

解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
宗
族
像
を
、
よ
り
陰
影
深
く
す
る
た
め
の
一
ケ
ー

ス
ス
タ
デ
ィ
と
な
り
得
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
考
察
を
は
じ
め
る
前
に
、
ほ
と
ん
ど
無
名
の
人
で
あ
ろ
う
羅
虞
臣

（
一
五
〇
七
〜
一
五
四
一
）
に
つ
い
て
若
干
説
明
を
加
え
て
お
こ
う
。
広
東
省
広
州

府
順
徳
県
出
身
。
嘉
靖
八
年
に
進
士
に
及
第
、
建
昌
県
推
官
か
ら
刑
部
主
事
、
吏

部
稽
勲
司
主
事
と
昇
進
。
し
か
し
彼
が
刑
部
主
事
在
任
中
、
嘉
靖
帝
が
粛
正
を
図
っ

た
張
延
齢
（
弘
治
帝
の
皇
后
張
氏
の
弟
）
が
投
獄
中
で
あ（
７
）
り
、
劉
東
山
な
る
獄
囚

が
、
羅
虞
臣
が
獄
中
の
張
延
齢
を
特
別
待
遇
し
た
と
の
「
誣
告
」
に
よ
り
、
革
職

さ
れ
民
に
落
と
さ
れ
た
。
彼
は
帰
郷
し
、
順
徳
中
山
に
草
堂
を
結
び
、
読
書
と
著

述
の
生
活
に
入
っ
た
が
、
著
作
の
第
一
に
挙
が
る
の
が
族
譜
の
編
纂
で
あ
り
、
実

践
儀
礼
の
策
定
で
あ
っ（
８
）
た
。
し
か
し
帰
郷
か
ら
僅
か
四
年
、
三
五
歳
で
死
去
。
明

史
で
は
張
延
齢
の
事
件
に
関
連
し
た
劉
世
龍
伝
の
附
伝
と
し
て
僅
か
に
伝
が
残（
９
）
る
。

そ
の
人
物
評
は
「
尤
剛
腸
疾
悪
、
面
斥
人
短
、
以
故
人
多
忌
之
」「
豪
宕
使
気
、
不

可
近
」
と
、
本
来
顕
彰
を
目
的
と
す
る
文
集
の
序
文
や
伝
と
し
て
は
異
例
な
叙
述

が
な
さ
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
人
格
者
と
し
て
の
印
象
を
与
え
る
よ
う
な
人
物

で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え（
１０
）
る
。

な
お
、
現
在
、
順
徳
羅
氏
に
は
「
北
門
羅
氏
」「
南
門
羅
氏
」
の
二
派
が
あ
る
。

両
派
と
も
に
南
宋
時
代
南
雄
府
珠
�
巷
か
ら
移
住
し
て
き
た
と
い
う
伝
説
を
共
有

す（
１１
）
る
が
、
始
祖
と
す
る
人
物
は
別
で
、
別
個
の
宗
族
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
羅
虞

臣
が
属
す
と
さ
れ
る
の
は
南
門
羅
氏
で
あ
り
、
光
緒
二
十
二
年
編
纂
の
『
南
門
羅

氏
族
譜
』
不
分
巻
が
広
東
省
立
中
山
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
未
見
）。

現
在
大
宗
族
を
形
成
し
て
い
る
の
は
「
北
門
羅
氏
」
で
あ
り
、
宗
祀
の
移
築
や

幼
稚
園
の
設
立
な
ど
、
華
僑
資
本
を
導
入
し
た
盛
ん
な
宗
族
活
動
が
行
わ
れ
て
い

る
。
光
緒
八
年
編
纂
の
『
順
徳
北
門
羅
氏
族
譜
』
二
十
二
巻
は
、
東
京
東
洋
文
庫

に
所
蔵
さ
れ（
１２
）

る
が
、
こ
の
な
か
に
は
、
羅
虞
臣
編
纂
の
族
譜
へ
の
言
及
が
認
め
ら

羅
虞
臣
の
族
譜
編
纂
と
裁
判－

明
代
中
期
広
東
省
順
徳
県－
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れ
、
族
譜
編
纂
過
程
で
羅
虞
臣
譜
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

一
、
羅
家
の
親
族
結
合
状
況

羅
虞
臣
の
出
身
地
・
広
東
順
徳
は
、
明
代
に
入
っ
て
大
き
な
動
乱
を
経
験
し
た
。

黄
蕭
養
の
乱
で
あ
る
。
黄
蕭
養
の
乱
と
は
、
海
賊
及
び
山
地
民
が
主
と
な
り
正
統

十
四
年
か
ら
翌
景
泰
元
年
に
か
け
て
広
州
府
一
帯
で
起
こ
っ
た
大
反
乱
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
順
徳
県
と
は
明
朝
が
黄
蕭
養
の
乱
鎮
圧
に
成
功
し
て
の
ち
、
そ
の
統
治

を
固
め
る
た
め
新
設
さ
れ
た
県
で
あ
っ（
１３
）
た
。

一
般
的
に
危
機
は
結
束
を
高
め
る
要
因
で
あ
る
。
Ｍ
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
は
広
東

や
福
建
に
大
宗
族
が
多
い
理
由
と
し
て
、
新
開
地
に
起
因
す
る
紛
争
な
ど
に
よ
る

相
互
扶
助
の
必
要
を
挙
げ
て
い（
１４
）
る
。
で
は
、
果
た
し
て
羅
家
は
危
機
的
状
況
を
親

族
の
相
互
扶
助
を
も
っ
て
対
応
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
黄
蕭
養
の
乱
時
の
羅
虞
臣

の
曾
祖
父
と
祖
父
の
行
動
を
み
て
み
よ
う
。
以
下
の
引
用
文
は
羅
虞
臣
の
祖
父
の

伝
（
羅
�
・
別
号
愛
泉
）、
文
中
に
登
場
す
る
秋
田
公
と
は
そ
の
父
で
あ
る
。

景
皇
帝
初
、
王
師
来
討
蕭
養
之
乱
、
士
避
兵
蓬
�
、
雖
父
子
夫
婦
、
輒
棄
遺

也
、
秋
田
公
独
挈
公
、
従
圍
中
夜
亡
走
三
山
、
頃
之
、
民
訛
言
将
兵
三
山
、

又
更
徙
之
青
塘
�
金
家
、
金
以
侠
聞
、
公
父
子
就
舎
食
、
期
年
賊
平
、
由
是

帰
復
其
居
里
。

（
景
泰
初
年
、
明
軍
が
黄
蕭
養
の
乱
制
圧
に
来
た
。
人
々
は
戦
乱
を
避
け
て
さ

ま
よ
い
、
父
子
や
夫
婦
で
あ
っ
て
も
み
だ
り
に
捨
て
去
っ
た
。
秋
田
公
は
ひ

と
り
そ
の
子
の
手
を
引
き
、
包
囲
さ
れ
た
な
か
か
ら
夜
三
山
に
逃
れ
た
。
ち
ょ

う
ど
そ
の
こ
ろ
三
山
に
軍
隊
が
い
る
と
噂
さ
れ
て
い
た
の
で
、
さ
ら
に
青
塘

の
�
金
家
に
移
動
し
た
。
金
は
任
侠
を
も
っ
て
聞
こ
え
た
人
物
で
、
父
子
を

家
で
養
っ
て
く
れ
た
。
一
年
し
て
叛
乱
が
平
定
さ
れ
た
の
で
、
郷
里
に
戻
っ

た
。）

こ
の
叙
述
か
ら
は
、
危
機
の
際
、
父
子
の
二
人
で
独
自
に
避
難
し
て
お
り
、
家

族
親
族
と
助
け
合
っ
て
い
る
様
子
を
見
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
避
難
し
て

一
年
身
を
寄
せ
た
の
は
金
と
い
う
家
で
あ
っ
た
。「
侠
を
以
て
聞
こ
え
た
」
と
い
う

叙
述
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
金
氏
と
は
母
族
や
妻
族
で
も
な
く
、
全
く
の
他
人
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
乱
勃
発
の
時
点
で
、
羅
氏
一
族
の
中
に
頼
れ
る
力
の
あ
る
人
物
が
い
な

か
っ
た
の
で
他
人
に
す
が
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
羅

虞
臣
編
纂
の
家
乗
に
は
、
顕
韶
公
と
い
う
人
物
の
伝
記
が
あ（
１５
）
り
、
彼
が
当
地
域
の

ボ
ス
の
一
人
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
を
十
分
に
う
か
が
わ
せ
る
。
顕
韶
公
は
黄
蕭

養
の
乱
時
、
遠
く
端
州
（
肇
慶
府
）
ま
で
避
難
し
、
乱
平
定
後
に
帰
郷
し
た
。
そ

し
て
、「
郷
耆
十
数
人
」
と
と
も
に
、
広
東
巡
撫
と
し
て
着
任
し
た
掲
稽
に
対
し
て

新
県
設
置
を
献
策
し
た
と
い
う
。
こ
の
献
策
が
功
を
奏
し
た
の
か
ど
う
か
は
不
明

で
あ
る
が
、
順
徳
県
設
置
は
ま
さ
し
く
黄
蕭
養
の
乱
平
定
を
期
に
お
こ
な
わ
れ
た
。

ま
た
、
次
の
よ
う
な
話
も
伝
え
ら
れ
る
。
明
軍
に
よ
る
黄
蕭
養
残
党
の
平
定
の
な

か
で
、
郷
民
が
誣
告
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
よ
う
と
し
た
と
き
に
、
顕
韶
公
は
関
係

者
と
か
け
あ
っ
て
や
り
、
釈
放
を
か
ち
と
っ
て
い
る
。
ま
た
、
郷
豪
ら
は
賊
が
奪
っ

た
家
産
を
争
っ
て
手
に
入
れ
て
い
た
が
、
顕
韶
公
の
妻
の
実
家
が
賊
に
財
産
を
奪

わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
郷
豪
は
顕
韶
公
に
い
く
ら
か
を
分
け
よ
う
と
し
て
き
た
。

地
域
の
実
力
者
に
対
し
て
で
な
け
れ
ば
な
さ
れ
得
な
い
配
慮
で
あ
ろ
う
。
顕
韶
公

自
身
何
ら
か
の
科
挙
資
格
を
持
っ
て
い
た
人
物
で
は
な
い
。「
顕
韶
公
故
閭
巷
匹
士

耳
、
及
卒
、
士
夫
以
下
皆
涕
泣
傷
焉
」
と
あ
る
よ
う
に
、
顕
韶
公
は
全
然
た
る
庶

民
だ
っ
た
。
し
か
し
黄
蕭
養
の
乱
を
経
て
も
な
お
経
済
力
は
あ
っ
た
ら
し
い
。
廉

平
で
あ
っ
た
初
代
順
徳
県
知
県
・
周
氏
が
在
職
の
ま
ま
没
し
、
貧
し
く
棺
を
帰
郷
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で
き
ず
に
い
た
の
に
際
し
、
顕
韶
公
は
十
金
を
献
じ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
な
お
顕

韶
公
の
子
、
子
房
は
成
化
十
六
年
に
郷
試
を
突
破
、
挙
人
か
ら
広
西
省
・
永
福
知

県
を
務
め
て
い
る
。
羅
一
族
の
中
に
有
力
な
人
物
が
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い

の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
真
に
切
迫
し
た
危
急
の
時
は
、
相
互
援
助
の
余
裕
な
く
、
自
分
の

身
を
守
る
だ
け
し
か
で
き
な
い
と
い
う
状
況
も
あ
り
う
る
。
危
機
を
結
合
の
要
因

と
み
た
Ｍ
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
に
対
し
、
パ
ス
テ
ル
ナ
ー
ク
は
真
に
紛
争
が
あ
る
と

き
に
は
宗
族
の
結
合
は
で
き
て
お
ら
ず
、
結
合
し
て
い
く
の
は
紛
争
が
一
段
階
済

ん
で
か
ら
の
時
点
で
あ
る
と
述
べ
、
こ
の
見
解
に
瀬
川
昌
久
氏
も
賛
同
し
て
い（
１６
）
る
。

こ
れ
ら
の
見
解
を
踏
ま
え
る
と
、
危
機
時
の
行
動
だ
け
で
は
結
合
云
々
を
論
じ
る

の
は
早
計
で
あ
り
、
地
域
が
平
穏
を
と
り
も
ど
し
た
と
き
の
行
動
こ
そ
が
焦
点
と

な
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

で
は
、
羅
一
族
で
は
、
地
域
の
有
力
ボ
ス
で
あ
っ
た
顕
韶
公
を
核
と
し
た
親
族

の
結
合
は
図
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
羅
一
族
の
族
産
を
め
ぐ
る
歴
史
が
綴
ら
れ

た
「
祭
田
篇
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

吾
宗
祭
田
之
設
、
肇
自
義
隠
公
、
後
遭
至
正
之
乱
、
然
子
孫
猶
競
競
思
守
故

業
、
明
興
以
来
、
席
世
晏
平
、
燕
笑
相
聚
、
�
�
�
�
、
成
名
礼
譲
之
族
、

為
郡
中
雄
、
至
正
統
巳
巳
之
変
、
黄
賊
矯
帝
東
陽
、
攻
城
邑
、
禍
備
�
酷
、

是
時
逃
兵
四
散
、
遠
者
或
竊
端
州
之
間
、
祠
譜
丁
燼
、
先
業
亦
迷
・
・
・
・

景
泰
後
、
民
去
湯
火
、
宗
人
亦
稍
完
聚
、
爰
有
蓋
蔵
、
乃
思
修
復
先
業
、
自

捐
所
置
、
然
皆
止
其
禰
以
逮
身
、
無
復
上
及
祖
考（
１７
）
矣
。

（
わ
が
一
族
で
祭
田
を
設
け
た
の
は
、
義
隠
公
に
は
じ
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
の

ち
元
朝
末
の
乱
に
遭
っ
た
が
、
子
孫
は
な
お
つ
つ
し
ん
で
伝
来
の
財
産
を
守
っ

た
。
明
朝
成
立
以
来
、
お
だ
や
か
な
時
が
続
き
、
楽
し
く
相
集
い
、
和
気
藹
々

と
し
て
「
礼
譲
の
族
」
と
い
う
評
判
を
得
、
地
域
で
も
力
を
持
っ
た
。
正
統

十
四
年
の
黄
蕭
養
の
乱
と
な
り
、
黄
賊
は
み
だ
り
に
帝
を
自
称
し
東
陽
と
号

し
、
城
邑
を
攻
め
、
被
害
た
る
や
む
ご
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
戦
乱

を
さ
け
四
散
し
、
端
州
近
く
ま
で
逃
げ
た
も
の
す
ら
い
る
状
況
だ
っ
た
。
景

泰
の
後
、
危
険
は
去
り
、
族
人
も
ま
た
や
や
元
に
戻
っ
た
。
そ
こ
で
蓄
え
も

で
き
、
先
業
を
修
復
し
た
い
と
思
っ
て
、
自
ら
出
資
し
て
祭
田
を
置
い
た
が
、

し
か
し
そ
れ
は
み
な
亡
き
父
や
自
分
の
死
後
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
祖

父
以
上
の
祭
祀
に
お
よ
ぶ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。）

冒
頭
の
く
だ
り
で
は
宋
代
よ
り
明
に
至
る
ま
で
一
族
で
祭
田
を
保
持
し
続
け
、

黄
蕭
養
の
乱
で
祠
譜
と
と
も
に
失
っ
た
と
い
う
が
、
他
に
裏
付
け
と
な
る
記
述
は

全
く
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
た
め
、
祖
先
や
一
族
を
賞
賛
す
る
た
め
の
美
辞
に
す

ぎ
な
い
と
見
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
問
題
は
黄
蕭
養
の
乱
以
後
の
時
期
で
あ
る
。

自
ら
出
資
し
て
祭
田
を
置
く
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
皆
自
分
の
亡
き
父
の
た

め
、
自
分
の
死
後
の
た
め
で
あ
っ
て
、
祖
以
上
に
及
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
は
、
祭
田
の
設
置
・
祭
祀
の
実
施
に
よ
っ
て
結
集
で
き
る
親
族
の
範
囲
は
わ

ず
か
に
兄
弟
と
そ
の
妻
子
の
間
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
広
範
な
親
族
の
結

集
な
ど
到
底
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
墓
祭
と
い
う
手
段
は
、
位
牌
祭
祀
と
異
な
り

祭
祀
代
数
の
限
制
が
な
い
た
め
、
遠
祖
を
祭
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
広
範
囲
の

祖
先
を
結
集
で
き
る
。
し
か
し
羅
氏
に
お
け
る
墓
祭
の
状
況
は
と
い
え
ば
「
為
夫

墓
祭
、
未
有
能
三
世
者
也
、
不
墓
祭
積
久
、
子
孫
或
失
其
葬
（
墓
祭
は
三
代
す
ら

も
で
き
な
い
状
態
で
あ
る
。
墓
祭
を
長
年
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
子
孫
は
墓
の

あ
り
か
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
も
し
て
い（
１８
）
る
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
墓

祭
で
す
ら
曾
祖
以
下
に
止
ま
っ
て
い
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
顕
韶
公
や
子
房
を
中
心
と
す
る
よ
う
な
広
範
な
親
族
結
合

羅
虞
臣
の
族
譜
編
纂
と
裁
判－

明
代
中
期
広
東
省
順
徳
県－
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は
果
た
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ま
た
、
羅
虞
臣
の
祖
母
譚
氏

の
伝
か
ら
は
、
祖
父
羅
�
の
死
後
に
お
い
て
は
親
族
結
合
ど
こ
ろ
か
、
親
族
内
で

の
弱
肉
強
食
の
争
い
が
起
き
て
い
た
こ
と
す
ら
読
み
と
れ
る
。

及
喪
愛
泉
公
時
、
家
徒
四
壁
立
、
�
粟
常
�
、
日
至
昃
蕭
然
無
烟
、
餓
或
為

菱
米
食
、
吾
母
黄
夫
人
則
解
簪
珥
、
佐
粟
食
。
・
・
・
是
時
諸
孤
貧
弱
、
侵

于
叔
氏
、
会
家
僮
居
家
失
火
、
叔
教
之
誣
其
孤
為
故
放
、
又
輙
欲
中
以
殴
期

叔
法
。

（
愛
泉
公
が
亡
く
な
っ
た
時
に
は
、
家
に
は
た
だ
四
方
に
壁
が
立
っ
て
い
る
だ

け
で
何
も
な
く
、
穀
物
入
れ
は
常
に
空
で
、
日
が
西
に
傾
い
て
も
が
ら
ん
と

し
て
火
の
気
も
な
く
、
空
腹
の
時
は
ひ
し
の
実
を
食
べ
た
り
し
た
。
私
の
母

の
黄
夫
人
は
簪
や
耳
飾
り
を
売
っ
て
食
費
の
足
し
に
し
た
。
祖
母
の
譚
安
人

は
突
然
の
苦
し
み
を
あ
わ
れ
に
思
っ
た
。
こ
の
時
、
遺
児
は
貧
し
く
力
が
な

く
、
叔
父
に
よ
る
侵
奪
を
う
け
た
。
た
ま
だ
ま
家
僮
が
家
で
失
火
し
た
の
だ

が
、
叔
父
は
そ
の
家
僮
に
遺
児
た
ち
が
故
意
に
放
火
し
た
の
だ
と
誣
告
さ
せ
、

さ
ら
に
み
だ
り
に
「
期
叔
を
殴
っ
た
」
と
い
う
法
を
遺
児
た
ち
に
適
用
さ
せ

よ
う
と
し
た
。）

「
叔
氏
」
が
一
家
の
中
心
で
あ
る
祖
父
の
死
去
と
い
う
弱
み
に
つ
け
こ
み
、
財
産

を
狙
っ
て
誣
告
を
は
か
っ
た
こ
と
が
綴
ら
れ（
１９
）
る
。
こ
の
件
は
、
結
局
、
祖
母
が
説

諭
し
て
こ
と
な
き
を
得
た
と
記
さ
れ
る
が
、
と
も
あ
れ
親
族
の
結
合
や
相
互
扶
助

な
ど
と
い
う
う
る
わ
し
い
状
況
に
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

す
な
わ
ち
、
親
族
結
合
を
可
能
に
す
る
族
譜
や
共
有
財
産
も
な
い
状
況
に
お
い

て
、
羅
虞
臣
は
族
譜
を
編
纂
し
、
自
ら
出
資
し
て
祭
田
を
お
き
、
儀
礼
策
定
を
は

じ
め
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
羅
虞
臣
が
抱
え
て
い
た

紛
争
・
裁
判
と
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。
章
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

二
、

羅
虞
臣
と
裁
判

（
一
）
紛
争
の
大
要
と
そ
の
経
過

『
羅
司
勲
文
集
』『
司
勲
外
集
』
に
は
「
與
袁
県
治
論
山
墳
」「
上
�
憲
長
論
山
墳

状
」
と
題
さ
れ
た
書
簡
が
収
録
さ
れ
て
い（
２０
）
る
。
こ
の
二
通
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ

た
時
期
に
書
か
れ
、
裁
判
案
件
に
つ
い
て
自
己
の
主
張
が
開
陳
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
こ
れ
ら
の
手
紙
か
ら
は
、
羅
虞
臣
が
、
そ
の
生
涯
に
わ
た
っ
て
馮
と
い
う
姓

の
地
域
の
「
豪
強
」
と
の
裁
判
闘
争
を
続
け
て
い
た
こ
と
が
如
実
に
う
か
が
え
る
。

そ
れ
は
彼
の
代
か
ら
始
ま
る
も
の
で
は
な
く
祖
父
の
代
か
ら
始
ま
っ
た
積
年
の
紛

争
で
あ
り
、
彼
の
行
動
に
よ
っ
て
闘
争
は
終
息
に
至
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
そ
の
晩

年
に
は
傷
害
事
件
、
訴
訟
合
戦
へ
と
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
様
相
を
み
せ
た
。
そ
の

紛
争
の
原
因
と
は
、
土
地
の
所
有
権
、
具
体
的
に
は
、
羅
氏
が
わ
が
祖
先
の
墳
墓

地
で
あ
る
と
主
張
す
る
土
地
を
め
ぐ
っ
て
起
こ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け

に
羅
虞
臣
と
い
う
人
物
は
、
常
に
非
常
に
強
く
「
祖
先
」
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な

い
環
境
に
生
涯
お
か
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

こ
の
紛
争
と
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
、
再
構
成
し
て
み
よ
う
。
裁
判
が
起
こ
っ
た

の
は
成
化
年
間
の
こ
と
、
原
告
は
羅
虞
臣
の
祖
父
・
羅
�
で
あ
っ
た
。
羅
�
側
の

主
張
と
し
て
は
、
順
徳
県
内
の
黄
岡
に
宋
元
以
来
か
ら
の
羅
氏
の
墳
墓
が
あ
っ
た

が
、
黄
蕭
養
の
乱
と
そ
の
後
の
混
乱
の
な
か
で
墓
祭
を
怠
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
馮

貴
寧
に
よ
っ
て
侵
奪
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
羅
虞
臣
は
馮
貴
寧
を
「
逸
党
」

と
表
現
し
て
お
り
、
こ
れ
は
黄
蕭
養
一
味
の
残
党
と
い
う
意
を
込
め
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
が
、
地
方
志
等
に
馮
姓
の
者
の
記
載
は
見
あ
た
ら
ず
、
い
か
な
る
人
物
か

は
わ
か
ら
な
い
。
一
方
、
羅
虞
臣
の
祖
父
羅
�
は
知
県
か
ら
城
隍
廟
の
修
築
事
業

に
つ
い
て
そ
の
実
施
や
営
繕
費
用
の
出
納
を
ま
か
さ
れ
、「
羅
耆
老
」
と
呼
ば
れ
る
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な
ど
、
県
官
僚
と
の
繋
が
り
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
人
物
だ
と
い
う
。
提
訴
し
た

年
は
成
化
年
間
と
い
う
こ
と
し
か
わ
か
ら
ず
、
羅
家
が
墳
墓
侵
奪
を
認
識
し
て
か

ら
提
訴
ま
で
ど
れ
ほ
ど
の
時
間
を
経
過
し
て
い
た
の
か
も
分
か
ら
な
い
が
、
侵
奪

の
背
景
と
な
っ
た
黄
蕭
養
の
乱
か
ら
数
え
る
と
、
最
短
で
も
十
五
年
を
経
過
し
て

か
ら
の
提
訴
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
提
訴
は
羅
家
に
と
っ
て
は
う
ま
く
運
ば
な
か
っ
た
。
逆
に
「
豪
猾
」
は
羅

�
を
誣
告
し
て
、
田
を
奪
っ
た
。
そ
し
て
「
官
は
豪
猾
か
ら
の
賄
賂
を
う
け
、
公

は
久
し
く
獄
に
つ
な
が
れ
た
」。
祖
父
は
そ
の
後
病
死
し
、
残
さ
れ
た
遺
族
は
前
章

で
述
べ
た
様
に
糧
食
さ
え
事
欠
く
苦
境
に
陥
っ
た
。
し
か
し
嘉
靖
初
年
に
至
り
、

「
事
を
同
じ
く
す
る
」
別
の
人
物
が
訴
え
出
た
こ
と
に
よ
り
羅
家
の
件
も
再
び
日
の

目
を
み
る
こ
と
に
な
り
、「
通
判
李
信
」
の
主
導
に
よ
っ
て
田
は
返
還
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
や
は
り
嘉
靖
初
年
、
馮
貴
寧
の
孫
・
馮
超
ら
が
墓
地
を
侵

奪
し
、
樹
を
切
り
、
祭
祀
の
た
め
の
田
畑
を
占
拠
し
、
牛
羊
を
飼
っ
た
。
馮
家
が

判
断
を
不
服
と
し
て
力
で
の
報
復
を
開
始
し
た
の
だ
ろ
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

馮
超
ら
の
行
為
に
対
し
て
弱
小
だ
っ
た
羅
家
は
対
抗
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

羅
家
の
な
か
か
ら
羅
虞
臣
が
十
四
歳
で
生
員
、
十
九
歳
で
挙
人
と
若
く
し
て
頭
角

を
現
す
と
、
羅
虞
臣
は
早
速
墳
墓
奪
還
に
動
き
出
す
。

挙
人
と
な
っ
た
羅
虞
臣
は
す
ぐ
告
訴
と
い
う
手
段
に
は
出
ず
、
広
東
の
有
力
官

僚
に
状
況
を
訴
え
た
。
大
官
僚
の
仲
介
に
よ
る
和
解
を
目
指
し
た
の
か
と
も
思
わ

れ
る
。
し
か
し
結
局
、
県
に
告
訴
し
た
う
え
で
、
彼
は
科
挙
応
試
の
た
め
北
京
へ

向
か
う
。
進
士
に
及
第
し
、
官
僚
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
間
も
彼
は
裁
判
に
気
を

揉
み
続
け
た
が
、
結
局
官
僚
在
任
中
に
は
判
決
が
出
な
か
っ
た
。
判
決
が
出
た
の

は
、
羅
虞
臣
が
民
に
落
と
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
、
そ
し
て
結
果
は
羅
家
側
の
敗
北

だ
っ
た
。

こ
の
判
決
に
羅
虞
臣
は
も
ち
ろ
ん
納
得
し
な
か
っ
た
が
、
こ
の
頃
「
諸
悪
」
が

次
々
と
疫
病
で
死
に
、「
数
年
の
間
、
先
塚
も
亦
綏
寧
に
就
く
」
と
あ
る
か
ら
、
お

そ
ら
く
馮
家
の
勢
力
減
退
に
乗
じ
て
羅
家
が
実
力
で
占
拠
し
た
の
だ
ろ
う
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
馮
家
も
対
抗
を
再
開
し
た
。「
基
界
を
越
築
し
、
樹
木
を
斬
毀
」

し
、
さ
ら
に
羅
家
の
佃
人
が
田
で
農
作
業
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
馮
家
の
者
に
刀

で
傷
を
負
わ
さ
れ
、
縛
り
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
暴
力
事
件
が
発
生
し
た
と
羅
家
が

県
に
訴
え
る
事
態
と
な
っ
た
。
県
は
人
を
派
遣
し
て
馮
家
の
者
た
ち
を
拘
束
護
送

し
よ
う
と
し
た
が
、
彼
ら
は
逮
捕
を
こ
ば
ん
で
応
じ
ず
、
さ
ら
に
こ
の
件
は
羅
家

に
よ
る
誣
告
だ
と
し
て
越
訴
す
る
こ
と
に
な
る
。

『
羅
司
勲
文
集
』
中
か
ら
紛
争
の
経
過
が
追
え
る
の
は
こ
こ
ま
で
の
段
階
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
時
点
で
は
羅
虞
臣
の
死
期
も
迫
っ
て
い
た
。

（
二
）
羅
虞
臣
の
請
託
行
為

『
羅
虞
臣
集
』
に
は
、「
與
袁
県
治
論
山
墳
」（
以
下
書
簡
Ａ
と
略
称
）「
上
�
憲
長

論
山
墳
状
」（
以
下
書
簡
Ｂ
と
略
称
）
の
二
通
の
書
簡
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
書
簡

Ａ
全
体
の
要
旨
は
、
こ
の
墳
墓
の
紛
争
に
関
す
る
経
緯
を
説
明
し
自
己
の
主
張
を

展
開
し
つ
つ
、
こ
と
風
俗
に
か
か
わ
る
重
要
な
案
件
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

な
お
調
査
中
と
し
て
判
決
が
出
な
い
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
、
迅
速
な
調
査
判
決
を

望
む
と
い
う
内
容
で
あ（
２１
）
る
。
書
簡
Ｂ
は
、
紛
争
の
経
緯
や
自
己
の
主
張
を
展
開
し

つ
つ
、
呉
蘇
園
と
い
う
人
物
が
出
し
た
裁
判
判
決
が
冤
で
あ
る
と
主
張
す
る
内
容

で
あ
る
。

さ
て
こ
の
二
通
で
あ
る
が
、
宛
先
と
し
て
記
さ
れ
た
「
袁
県
治
」「
�
憲
長
」
と

は
い
か
な
る
人
物
で
、
い
つ
頃
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

ま
ず
「
袁
県
治
」
で
あ
る
が
、
結
論
的
に
は
順
徳
知
県
・
袁
鉞
（
嘉
靖
七
年
〜

羅
虞
臣
の
族
譜
編
纂
と
裁
判－
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十
五
年
任
）
で
あ
る
。

書
簡
Ａ
冒
頭
に
は
「
去
歳
両
帰
書
自
京
師
、
求
造
折
（
昨
年
二
回
手
紙
を
北
京

か
ら
お
出
し
し
、
裁
定
を
お
願
い
し
ま
し
た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
手
紙
が

北
京
に
い
た
頃
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
羅
虞
臣
が
北
京
に
い

た
の
は
科
挙
の
受
験
時
と
、
中
央
官
僚
を
つ
と
め
て
い
た
時
期
の
ど
ち
ら
か
で
あ

る
。
科
挙
合
格
を
果
た
し
た
の
は
嘉
靖
八
年
、
建
昌
推
官
と
し
て
赴
任
し
、
刑
部

主
事
と
な
っ
て
北
京
へ
戻
っ
た
の
が
嘉
靖
十
年
。
失
脚
す
る
の
が
嘉
靖
十
七
年
。

こ
れ
ら
の
時
期
に
「
袁
」
と
い
う
名
で
関
係
す
る
官
僚
は
順
徳
知
県
・
袁
鉞
以
外

に
な
い
。
す
な
わ
ち
本
書
簡
が
執
筆
さ
れ
た
の
は
、
嘉
靖
九
年
、
あ
る
い
は
嘉
靖

十
一
年
か
ら
十
五
年
の
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

次
に
「
�
憲
長
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
広
東
按
察
司
・
�
瀚
（
嘉
靖
十
七
〜
十

九
年
任
）
で
あ
ろ
う
。

書
簡
Ｂ
の
再
末
尾
に
「
惟
虞
臣
自
放
逐
以
来
、
杜
門
別
業
（
虞
臣
は
官
僚
の
世

界
か
ら
放
逐
さ
れ
て
か
ら
は
門
を
閉
じ
て
別
荘
に
こ
も
り
）・
・
・
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
執
筆
時
期
は
羅
虞
臣
が
失
脚
し
た
嘉
靖
十
七
年
以
後
の
こ
と
で
あ
る
の
は

間
違
い
な
い
。
ま
た
、
書
簡
Ｂ
に
は
呉
蘇
園
な
る
人
物
の
出
し
た
判
決
に
反
駁
し

て
い
る
く
だ
り
が
あ
る
。
嘉
靖
十
八
年
か
ら
二
十
一
年
に
は
呉
寵
な
る
人
物
が
順

徳
県
知
県
を
つ
と
め
て
お
り
、
呉
蘇
園
と
は
呉
寵
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

こ
の
書
簡
の
執
筆
は
嘉
靖
十
八
年
以
降
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
羅
虞

臣
は
嘉
靖
二
十
年
に
死
去
し
て
い
る
の
で
、
執
筆
時
期
は
十
八
年
か
ら
二
十
年
の

間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
十
八
〜
二
十
年
頃
で
「
�
憲
長
」
に
相
当
す
る
の
は
、

広
東
按
察
司
・
�
瀚
（
嘉
靖
十
七
〜
十
九
年
任
）
の
ほ
か
に
な
い
。
宛
先
は
�
瀚
、

執
筆
時
期
は
嘉
靖
十
八
〜
十
九
年
と
な
る
。

袁
鉞
も
�
瀚
も
判
決
を
直
接
出
す
立
場
の
人
物
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
物
に

私
事
の
裁
判
に
つ
い
て
一
方
的
に
情
報
を
開
示
し
、
自
己
に
有
利
な
判
決
を
出
す

こ
と
を
要
請
す
る
の
は
請
託
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
特
に
袁
鉞
が
強
い
圧
力
を

受
け
た
だ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
袁
鉞
は
挙
人
出
身
の
地
方
官
で
あ
っ

た
。
一
方
の
羅
虞
臣
は
若
年
で
進
士
に
合
格
し
た
当
地
出
身
の
エ
リ
ー
ト
官
僚
で

あ
り
、
か
つ
中
央
の
吏
部
な
い
し
刑
部
の
官
僚
で
あ
る
。

羅
虞
臣
は
自
ら
の
行
為
が
不
適
切
で
あ
る
こ
と
を
お
そ
ら
く
は
認
識
し
て
い
た
。

書
簡
Ａ
冒
頭
に
は
「
向
後
�
欲
申
文
、
遂
復
以
希
値
中
止
、
然
僕
懐
不
下
之
抱
、

久
欲
投
告
於
執
事
（
そ
の
の
ち
し
ば
し
ば
手
紙
を
さ
し
上
げ
た
い
と
思
っ
た
の
で

す
が
、
目
上
の
方
に
諫
め
ら
れ
た
た
め
中
止
し
ま
し
た
。
し
か
し
私
は
譲
れ
な
い

と
い
う
思
い
を
持
ち
続
け
、
ず
っ
と
貴
殿
に
訴
え
出
よ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
）」

と
あ
り
、
結
び
に
は
「
敢
忘
其
狂
言
之
萬
、
惟
不
罪
録
幸
甚
（
私
の
長
々
と
し
た

狂
言
を
ま
げ
て
お
忘
れ
い
た
だ
き
、
記
録
に
と
ど
め
な
い
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚

で
す
）」
と
あ
る
。
自
ら
の
行
為
が
不
適
切
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
も
、
そ

れ
で
も
裁
判
に
勝
と
う
と
し
た
羅
虞
臣
の
こ
の
件
に
つ
い
て
の
強
い
思
い
が
う
か

が
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
袁
鉞
は
羅
虞
臣
か
ら
の
請
託
を
受
け
な
か
っ
た
。
袁
鉞

は
調
査
中
と
し
て
判
決
を
出
す
の
を
避
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
判
決
は
羅
虞
臣
が
罷

免
さ
れ
た
後
、
呉
寵
知
県
の
代
に
な
っ
て
か
ら
出
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
判
決
は
、

羅
家
側
の
敗
訴
で
あ
っ
た
。
一
時
民
に
落
と
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
エ
リ
ー
ト

官
僚
経
験
者
が
訴
訟
に
敗
れ
た
原
因
は
何
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
裁
判

に
勝
利
す
る
た
め
に
は
何
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
三
）
裁
判
に
勝
利
す
る
た
め
に

－

族
譜
の
必
要
性－

書
簡
Ａ
と
書
簡
Ｂ
は
、
と
も
に
黄
岡
は
羅
家
の
墳
墓
地
で
あ
る
と
い
う
主
張
が

展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
書
簡
Ａ
に
は
な
か
っ
た
情
報
が
書
簡
Ｂ
に
は
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盛
り
込
ま
れ
る
等
の
相
違
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
中
心
を
な
す
の
は
、
黄
岡
が
羅

家
の
墳
墓
地
だ
と
い
う
主
張
の
根
拠
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
自
己

の
所
有
を
認
め
さ
せ
裁
判
に
勝
利
す
る
た
め
に
は
何
が
必
要
で
あ
っ
た
か
を
示
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

書
簡
Ａ
で
は
、
主
張
の
証
拠
は
人
々
の
口
供
で
あ
る
。
聞
い
て
も
ら
え
ば
分
か

る
と
い
う
内
容
が
繰
り
返
さ
れ
る
。

一
県
大
夫
與
五
六
十
歳
未
死
老
者
、
有
試
而
問
之
、
将
莫
不
曰
某
山
名
某
也
、

某
墳
某
所
葬
也
、
皆
熟
耳
而
銘
心
、
無
異
辞
矣
。
・
・
・
・
執
事
試
市
邑
人

而
問
曰
山
為
某
名
、
某
所
葬
某
、
平
日
所
自
約
何
如
、
所
取
信
與
知
於
人
何

如
、
則
駁
勘
之
情
、
不
待
反
復
、
已
得
之
矣
。

（
本
県
の
大
夫
と
五
〜
六
十
歳
で
知
覚
の
き
ち
ん
と
し
た
者
に
試
し
に
聞
い
て

み
れ
ば
、
あ
の
山
の
名
は
何
と
い
っ
て
、
誰
の
墳
墓
で
誰
が
葬
ら
れ
て
い
る
、

と
い
わ
な
い
者
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
は
皆
耳
に
馴
染
み
心
に
刻
ま
れ
た

事
柄
で
あ
っ
て
、
話
の
食
い
違
い
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
・
・
・
貴
殿
は
試
み
に

地
元
の
人
々
に
、
山
の
名
前
は
何
か
、
誰
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
の
か
、
通
常

契
約
は
ど
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
の
か
、
信
用
で
き
る
の
は
誰
か
、
聞
い
て

み
て
戴
き
た
い
。
そ
う
す
れ
ば
再
審
査
と
な
っ
て
い
る
本
件
の
状
況
は
、
繰

り
返
す
ま
で
も
な
く
明
ら
か
な
の
で
す
。）

書
簡
Ａ
で
は
こ
の
よ
う
に
い
か
に
も
自
信
あ
り
げ
で
は
あ
る
。
し
か
し
実
際
こ

の
地
に
葬
ら
れ
て
い
る
祖
先
の
個
人
名
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
が
な
い
。「
吾
家
祖

墳
積
、
宋
元
来
葬
黄
岡
」
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
る
と
、
羅

家
の
墳
墓
は
黄
岡
だ
け
に
あ
っ
た
よ
う
に
読
め
る
が
、
始
遷
祖
以
来
の
墓
所
と
し

て
、
大
良
に
四
、
古
楼
に
十
、
小
湾
に
十
二
、
桂
州
に
一
、
石
涌
に
一
、
番
禺
に

三
と
あ
げ
ら
れ
て
い（
２２
）

る
よ
う
に
、
羅
家
の
墓
所
は
各
地
に
存
在
し
た
。
羅
虞
臣
自

身
も
死
後
は
番
禺
に
葬
ら
れ
て
い（
２３
）
る
。
黄
岡
は
古
楼
堡
の
南
西
に
位
置
し
て
い
る

の
で
古
楼
に
含
ま
れ
る
が
、
黄
岡
と
い
う
語
を
敢
え
て
つ
か
わ
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
は
、
古
楼
堡
内
に
お
い
て
す
ら
黄
岡
地
区
以
外
に
も
墓
地
が
あ
っ
た
事
が
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
ほ
ど
墓
地
が
散
在
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
黄
岡
一
箇
所
に
葬
ら

れ
た
祖
先
の
数
は
そ
れ
な
り
に
限
ら
れ
る
筈
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
葬

者
の
名
は
全
く
登
場
し
て
い
な
い
。

し
か
し
書
簡
Ｂ
で
は
一
転
し
て
証
拠
に
つ
い
て
様
々
に
言
及
さ
れ
る
。
そ
の
一

つ
が
墓
石
で
あ
る
。

書
簡
Ａ
に
は
墓
石
の
存
在
に
つ
い
て
、
ま
っ
た
く
触
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
た

と
え
ば
、
羅
虞
臣
が
奪
還
運
動
を
開
始
し
た
当
初
、
告
訴
で
は
な
く
、
有
力
者
に

よ
る
示
談
の
道
を
探
っ
た
時
の
有
力
者
た
ち
の
反
応
に
つ
い
て
は

・
・
・
此
僕
所
以
痛
心
挙
額
、
哀
鳴
疾
呼
、
訴
於
当
道
之
仁
人
君
子
、
如
胡

公
仲
器
・
祝
公
暁
渓
二
先
生
者
、
亦
能
洞
僕
之
心
昔
矣
。

（
・
・
こ
れ
は
私
が
心
を
痛
め
て
い
る
理
由
で
あ
っ
て
、
顔
を
あ
げ
、
悲
し
み

苦
し
み
の
声
を
あ
げ
て
、
要
路
に
お
ら
れ
る
仁
人
君
子
に
訴
え
た
と
こ
ろ
、

胡
仲（
２４
）
器
・
祝
暁（
２５
）
渓
の
お
二
方
は
よ
く
私
の
心
の
う
ち
を
お
わ
か
り
い
た
だ
け

た
の
で
す
。）

と
あ
る
。
た
だ
自
分
の
気
持
ち
を
理
解
し
て
く
れ
た
と
書
か
れ
る
だ
け
で
、
墓
石

云
々
の
話
な
ど
全
く
登
場
し
て
い
な
い
。

一
方
、
書
簡
Ｂ
で
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

・
・
・
所
以
蹙
首
痛
心
、
哀
鳴
疾
呼
、
上
訴
当
道
、
如
王
公
檗
谷
・
胡
公
南

津
・
祝
公
暁
渓
三
先
生
者
、
皆
為
虞
臣
握
腕
、
竟
窮
其
姦
、
而
暁
渓
又
復
追

獲
其
�
蔵
之
碑
碣
。

（
・
・
・
私
が
心
を
痛
め
、
苦
し
み
に
叫
ん
で
い
る
理
由
に
つ
い
て
、
要
路
に

羅
虞
臣
の
族
譜
編
纂
と
裁
判－
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お
ら
れ
る
方
々
に
訴
え
ま
し
た
。
王
檗（
２６
）
谷
・
胡
南（
２７
）
津
・
祝
暁
渓
の
お
三
方
は
、

み
な
虞
臣
の
た
め
に
腕
を
握
り
、
こ
の
悪
事
に
つ
い
て
調
査
し
、
祝
暁
渓
先

生
は
さ
ら
に
壊
さ
れ
た
り
隠
さ
れ
た
り
し
た
墓
誌
を
回
収
し
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。）

こ
こ
で
は
助
力
し
て
く
れ
た
有
力
者
の
名
前
と
し
て
、
王
公
檗
谷
、
胡
公
南
津
、

祝
暁
渓
の
三
名
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
。
以
前
な
か
っ
た
王
公
檗
谷
が
加
わ
っ
て

い
る
の
は
、
そ
の
頃
広
東
に
任
に
あ
っ
て
そ
の
後
高
官
に
出
世
し
た
こ
と
か
ら
よ

り
権
威
付
け
を
は
か
る
た
め
に
名
を
書
き
加
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
着
目
し

た
い
の
は
、
祝
暁
渓
が
こ
わ
さ
れ
た
り
隠
さ
れ
た
り
し
た
墓
石
の
回
収
も
し
て
く

れ
た
、
と
い
う
全
く
新
た
な
叙
述
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
は
、
墓
地
で
あ
る
と
い
う
主
張
の
根
拠
と
な
る
「
こ
わ
さ
れ
た
り
隠
さ
れ
た
り

し
た
墓
石
」
が
、
非
常
に
信
頼
の
お
け
る
第
三
者
に
よ
っ
て
早
い
段
階
か
ら
確
認

さ
れ
て
い
た
も
の
だ
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
墓
石
の
証
拠
価
値
と
そ
の
権

威
づ
け
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

裁
判
の
な
か
で
、
墓
石
は
墳
墓
で
あ
る
証
拠
と
な
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
取
り

扱
い
は
問
題
に
な
っ
て
い
た
。
書
簡
Ｂ
で
の
、
呉
知
県
判
決
へ
の
反
論
は
以
下
の

よ
う
に
は
じ
ま
る
。

比
時
家
人
来
告
以
蘇
園
之
駁
。
曰
、
遷
蔵
石
碑
、
事
同
一
時
、
蔵
則
倶
蔵
、

�
則
倶
�
。
僕
時
亦
有
僣
啓
、
曰
、
夫
蔵
與
�
一
也
、
其
志
皆
欲
以
滅
跡
也
、

石
稍
薄
則
易
�
碎
、
獨
祖
母
周
之
誌
、
其
石
堅
厚
、
幾
�
一
尺
、
非
可
以
能

槌
鑿
�
者
、
招
称
馮
仲
自
行
堀
地
三
尺
見
碑
、
夫
蔵
之
三
尺
、
亦
将
来
以
滅

跡
耳
已
、
乃
謂
蔵
與
�
不
同
、
何
耶
。

（
最
近
、
家
の
者
か
ら
蘇
園
に
よ
る
却
下
理
由
を
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は

石
碑
が
隠
匿
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
り
、
同
じ
時
に
な
さ
れ
た
こ

と
だ
か
ら
、
隠
す
な
ら
み
な
隠
す
、
壊
す
な
ら
み
な
壊
す
だ
ろ
う
と
い
う
こ

と
で
し
た
。
私
は
そ
の
と
き
ひ
そ
か
に
書
簡
を
お
く
り
、
隠
す
の
と
壊
す
の

は
お
な
じ
事
で
、
ど
ち
ら
も
証
拠
を
隠
そ
う
と
し
た
の
だ
、
石
が
や
や
薄
け

れ
ば
壊
し
や
す
い
け
れ
ど
も
、
祖
母
周
の
墓
誌
は
石
が
硬
く
厚
く
、
一
尺
を

超
え
て
お
り
、
槌
で
う
が
っ
て
壊
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
馮

仲
が
自
ら
地
を
三
尺
掘
っ
て
碑
を
み
つ
け
た
と
供
述
し
て
い
ま
す
。
地
下
三

尺
に
埋
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
証
拠
を
隠
そ
う
と
し
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
隠
す
の
と
壊
す
の
と
は
違
う
と
い
わ
れ
る
の
は
、
何
故
な
の
で
し
ょ

う
か
。）

以
上
の
よ
う
に
、
呉
知
県
判
決
で
は
、
墓
石
の
う
ち
隠
さ
れ
た
も
の
と
壊
さ
れ

た
も
の
が
あ
る
の
が
不
自
然
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
羅
家
側
は
、

墓
所
で
あ
る
証
拠
と
し
て
、
壊
さ
れ
た
墓
石
の
一
部
と
称
す
る
墓
石
欠
片
と
、
埋

め
ら
れ
隠
さ
れ
て
い
た
と
称
す
る
墓
石
が
証
拠
と
し
て
提
示
さ
れ
た
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。
証
拠
偽
造
な
ど
の
疑
い
が
か
か
ら
ぬ
よ
う
、
祝
暁
渓
の
名
も
持
ち
出
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ら
の
「
証
拠
」
の
う
ち
、
埋
め
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
と
し
て
完
全
な
形
を

留
め
て
い
た
の
は
た
だ
一
つ
、
周
氏
な
る
女
性
の
墓
石
で
あ
っ
た
。
羅
側
は
こ
の

周
氏
を
羅
家
の
配
偶
者
「
祖
母
」
と
み
な
し
、
羅
一
族
の
墓
所
と
い
う
自
説
の
主

張
の
論
拠
と
し
た
。
そ
し
て
そ
の
碑
に
は
「
然
先
�
之
葬
黄
岡
、
蓋
自
宋
元
来
所

有
也
、
曷
不
観
追
獲
所
藏
之
碑
、
至
元
中
重
修
乎
」
と
あ
る
よ
う
に
、
元
朝
時
代

の
年
号
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宋
元
以
来
の
墓
所
で
あ
る
根
拠
と
し
て
用

い
ら
れ
た
。
な
お
こ
れ
ら
の
根
拠
と
な
る
碑
を
自
ら
地
を
三
尺
も
堀
っ
て
発
見
し

た
者
の
名
は
馮
仲
と
あ
る
。
姓
が
馮
で
あ
る
か
ら
に
は
紛
争
相
手
側
の
人
物
で
あ

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
発
見
し
た
墓
碑
が
何
姓
の
も
の
で
あ
れ
、
他
人
の
墓
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所
を
平
治
し
耕
作
す
れ
ば
杖
百
の（
２８
）
罪
で
あ
る
か
ら
、
墓
碑
の
発
見
は
馮
側
に
と
っ

て
有
利
な
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
馮
仲
が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
墓
碑
発
掘
を

行
っ
た
の
か
は
不
詳
で
あ
る
が
、
馮
側
も
一
枚
岩
で
は
な
く
羅
側
に
つ
く
も
の
が

あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

ま
た
、
書
簡
Ｂ
で
は
、
書
簡
Ａ
に
は
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
黄
岡
の
地
に
葬
ら
れ

た
羅
家
の
祖
先
の
名
も
登
場
し
て
い
る
。
さ
き
の
周
氏
が
元
人
で
あ
っ
た
の
に
対

し
、
こ
の
人
物
は
宋
人
で
あ
り
、
簡
略
に
そ
の
事
跡
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

且
葬
於
黄
岡
有
祖
、
曰
鋳
夫
者
、
宋
理
宗
時
人
也
、
挙
景
定
中
省
元
、
後
以

元
氏
之
乱
、
竟
不
忍
仕
、
及
卒
、
其
門
人
私
謚
曰
宋
義
隠
、
載
在
県
紀
。

（
か
つ
黄
岡
に
葬
ら
れ
て
い
る
祖
先
と
し
て
、
鋳
夫
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
宋

の
理
宗
の
時
代
の
人
で
す
。
景
定
期
の
郷
試
で
一
位
と
な
っ
た
ひ
と
で
す
。

後
に
元
氏
の
乱
で
つ
い
に
仕
え
ず
に
な
く
な
り
ま
し
た
。
門
人
た
ち
は
宋
の

義
隠
と
私
謚
し
て
、
県
志
に
も
載
っ
て
お
り
ま
す
。）

「
宋
元
代
以
来
の
墓
所
」
と
い
う
主
張
を
具
体
的
に
行
う
た
め
に
は
、
宋
元
時
代

人
の
被
葬
者
名
を
指
摘
す
る
事
程
度
は
当
然
必
要
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
被
葬
者

名
だ
け
で
は
ま
だ
根
拠
薄
弱
で
あ
る
。
次
に
必
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
被
葬
者
が

確
か
に
祖
先
で
あ
り
、
自
分
は
そ
の
子
孫
に
あ
た
る
と
い
う
明
確
な
「
記
憶
」
で

あ
り
、
そ
し
て
そ
の
「
記
憶
」
は
少
な
く
と
も
羅
家
の
間
で
共
有
さ
れ
る
必
要
が

あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
族
譜
の
編
纂
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

羅
虞
臣
は
中
央
政
界
で
失
脚
し
て
故
郷
に
戻
る
と
、
ま
ず
族
譜
の
編
纂
と
儀
礼

の
策
定
を
行
い
、
帰
郷
か
ら
二
年
で
完
成
さ
せ
て
い（
２９
）
る
。
と
こ
ろ
が
書
簡
Ａ
が
書

か
れ
た
の
は
官
僚
在
任
中
の
嘉
靖
九
年
か
、
嘉
靖
十
一
年
か
ら
十
五
年
の
間
の
時

期
で
あ
り
、
族
譜
編
纂
に
は
未
着
手
の
時
期
で
あ
る
。
書
簡
Ａ
は
墓
所
で
あ
る
と

い
う
論
拠
が
些
か
薄
弱
で
あ
る
の
は
既
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
執
筆
の
時
点

で
は
族
譜
の
編
纂
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
根
拠
を
具
体
的
に
書
く
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
、
書
簡
Ｂ
は
失
脚
帰
郷
の
翌
年
で
あ

る
嘉
靖
十
八
年
か
ら
十
九
年
の
間
に
書
か
れ
た
。
つ
ま
り
、
族
譜
と
書
簡
Ｂ
は
ま

さ
に
同
時
期
に
書
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
書
簡
Ａ
と
比
較
し
て
、
書
簡
Ｂ
に
お
け

る
論
拠
の
具
体
性
は
、
お
そ
ら
く
は
族
譜
編
纂
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

祖
先
の
系
譜
を
文
書
化
し
た
族
譜
の
作
成
に
よ
っ
て
、
羅
家
側
は
よ
り
具
体
性
を

帯
び
た
主
張
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
積
年
の
紛
争
の
決
着
を
め
ざ
し
て
い
た

羅
虞
臣
が
帰
郷
後
、
族
譜
の
編
纂
を
第
一
に
行
っ
た
理
由
は
、
お
そ
ら
く
は
こ
こ

に
あ
る
。

（
四
）
敗
訴
の
原
因
と
訴
訟
の
背
景

羅
家
側
が
敗
訴
し
た
原
因
と
は
何
か
。
羅
側
が
示
し
た
墓
石
等
が
証
拠
と
し
て

採
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
既
に
見
た
が
、
そ
れ
は
墓
石
よ
り
も
有
力
な
証
拠
と

な
る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
内
容
が
羅
側
に
き
わ
め
て
不
利
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思

わ
れ
る
。
書
簡
Ｂ
に
は
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。

羅
毅
葬
陪
祖
隴
、
而
謬
聴
其
盧
羽
買
地
之
説
、
豈
不
冤
哉
、
且
羅
毅
之
�
、

在
正
徳
時
、
然
先
�
之
葬
黄
岡
、
蓋
自
宋
元
来
所
有
也
、
曷
不
観
追
獲
所
藏

之
碑
、
至
元
中
重
修
乎
。
彼
其
供
称
在
案
、
亦
既
明
白
。

（
羅
毅
は
祖
先
の
墓
の
隣
に
埋
葬
さ
れ
た
の
に
、
慮
羽
か
ら
土
地
を
購
入
し
て

い
た
と
い
う
説
を
誤
っ
て
採
用
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
冤
に
ほ
か
な
り
ま
せ

ん
。
羅
毅
の
埋
葬
は
正
徳
の
時
で
す
。
し
か
し
祖
先
を
埋
葬
し
て
き
た
黄
岡

の
地
は
宋
元
時
代
以
来
所
有
し
て
き
た
地
で
す
。
追
っ
て
得
ら
れ
た
隠
さ
れ

た
墓
碑
が
至
元
中
の
重
修
で
あ
る
こ
と
を
な
ぜ
見
て
戴
け
な
い
の
で
し
ょ
う

か
。
供
述
は
一
件
フ
ァ
イ
ル
に
の
っ
て
い
て
、
明
白
な
こ
と
な
の
で
す
。）

羅
虞
臣
の
族
譜
編
纂
と
裁
判－
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代
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こ
れ
を
見
る
と
、
羅
虞
臣
も
、
正
徳
年
間
に
羅
毅
と
い
う
名
の
祖
先
が
黄
岡
の

地
に
埋
葬
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
黄
岡
の
地
に
目
が
行
き
届
か
な
く
な
っ

た
の
が
景
泰
年
間
、
祖
父
が
墳
地
を
奪
わ
れ
た
と
し
て
訴
訟
を
起
こ
し
た
の
が
成

化
年
間
で
あ
っ
て
こ
の
と
き
敗
訴
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
正
徳
年
間
に
易
々
と
祖

先
を
埋
葬
で
き
た
と
い
う
こ
と
自
体
に
ま
ず
矛
盾
が
あ
る
。
そ
の
点
は
ひ
と
ま
ず

置
く
と
し
て
も
、「
羅
毅
を
埋
葬
し
た
際
、
そ
の
墓
地
は
盧
羽
と
い
う
人
物
か
ら
購

入
し
た
」
と
認
定
さ
れ
た
と
い
う
件
が
、
馮
家
側
が
羅
家
側
の
墓
石
を
上
回
る
根

拠
を
提
示
し
て
い
た
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
。
土
地
を
売
買
す
る
際
に
は
売
地
券
を

作
成
す
る
。
正
徳
年
間
の
こ
と
で
あ
れ
ば
そ
う
遠
い
昔
の
こ
と
で
は
な
く
、
売
り

手
側
が
売
地
券
を
保
管
し
て
い
て
不
思
議
は
な
い
。
裁
判
で
は
馮
家
側
は
証
拠
と

し
て
こ
の
売
地
券
を
示
し
、
墓
地
を
購
入
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
こ
こ
一
帯
を
羅

家
の
墳
地
を
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
知
県

も
こ
の
土
地
売
買
契
約
書
に
墓
石
よ
り
高
い
証
拠
価
値
を
認
め
た
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
ろ
う
。
羅
虞
臣
は
そ
れ
に
対
し
、
宋
元
時
代
以
来
の
墓
地
な
の
で
あ
る
か

ら
墳
地
購
入
の
説
は
冤
だ
と
い
う
一
言
が
あ
る
の
み
で
、
有
効
な
反
撃
は
で
き
て

い
な
い
。

さ
ら
に
、
呉
知
県
は
羅
側
の
主
張
を
利
を
貪
る
も
の
だ
と
考
え
た
様
子
で
あ
る
。

祖
先
を
埋
葬
し
土
盛
り
し
た
墳
丘
の
周
囲
に
は
保
護
の
た
め
の
余
地
を
設
け
る
こ

と
が
普
通
で
、
こ
の
余
地
は
耕
作
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
知
県
は
余
地
か
ら
の
収

入
目
当
て
だ
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
書
簡
Ｂ
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

田
園
租
税
、
歳
入
不
可
一
二
両
、
萬
不
足
以
供
祭
掃
之
用
、
豈
謂
僕
貪
其
厚

利
、
如
今
日
士
夫
之
争
沙
坦
耶
。

（
田
園
か
ら
得
ら
れ
る
歳
入
は
一
〜
二
両
ば
か
り
で
、
祖
先
祭
祀
の
費
用
に
も

全
く
足
り
な
い
も
の
で
す
。
私
が
厚
利
を
貪
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
今
日

の
士
夫
が
沙
坦
を
争
っ
て
い
る
の
に
似
て
い
る
な
ど
と
、
な
ぜ
い
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。）

順
徳
県
は
珠
江
デ
ル
タ
下
流
に
位
置
し
、
上
流
か
ら
流
さ
れ
て
き
た
土
砂
が
年
々

体
積
し
、
砂
州
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
肥
沃
な
未
主
地
の
所
有
を
め
ぐ
っ
て
裁
判

が
頻
発
し
て
い（
３０
）
た
。
知
県
は
羅
虞
臣
の
告
訴
を
こ
れ
ら
砂
洲
の
争
い
と
同
様
の
単

な
る
土
地
争
い
だ
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
羅
虞
臣
は
歳
入
な
ど
僅
か
な
も
の
で
金
目
当
て
で
は
な
い
と
し
、
ま
た

後
に
自
家
の
佃
戸
が
馮
一
族
か
ら
暴
力
を
う
け
た
さ
い
に
は

・
・
・
設
或
小
佃
数
多
、
豈
能
束
手
足
、
而
聴
其
�
獲
耶
。

（
・
・
・
も
し
佃
戸
た
ち
の
数
が
多
か
っ
た
ら
、
手
足
を
つ
か
ま
れ
、
縛
り
上

げ
ら
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
）

と
い
い
、
僅
か
な
土
地
で
佃
戸
が
少
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
自
家
の
佃
戸
が
捉

え
ら
れ
縛
り
上
げ
ら
れ
た
の
だ
と
主
張
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
反
論
か

ら
逆
に
窺
え
る
の
は
、
墓
地
周
辺
か
ら
の
田
か
ら
収
入
を
上
げ
る
こ
と
が
確
か
に

で
き
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

振
り
返
っ
て
紛
争
の
経
緯
を
考
え
て
み
よ
う
。
百
歩
譲
っ
て
こ
の
黄
岡
の
地
が

宋
元
時
代
以
来
の
羅
家
の
墳
墓
で
あ
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
羅
家
は
こ
の
墓
地
に
は
殆
ど
行
く
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
黄

蕭
養
の
乱
後
で
墓
祭
を
い
く
ら
怠
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
黄
蕭
養
の
乱
か
ら
数
え

れ
ば
侵
奪
さ
れ
て
か
ら
提
訴
ま
で
十
五
年
以
上
か
か
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
し

か
し
、
も
し
墳
墓
の
周
囲
の
余
地
に
つ
い
て
、
自
ら
で
、
あ
る
い
は
族
人
の
手
で

耕
作
す
る
か
、
あ
る
い
は
佃
戸
契
約
を
結
ん
で
耕
作
さ
せ
る
、
な
ど
の
行
為
が
行

わ
れ
て
い
れ
ば
、
こ
れ
程
ま
で
に
墓
祭
を
怠
る
こ
と
も
、
提
訴
ま
で
時
間
を
要
す

る
こ
と
も
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
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つ
ま
り
提
訴
が
起
こ
る
時
期
ま
で
、
こ
の
地
は
も
し
墓
地
だ
っ
た
の
で
あ
れ
ば

墓
地
の
ま
ま
に
、
そ
し
て
も
し
墓
地
で
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
単
な
る
山
間
の
開

発
不
適
地
と
し
て
、
人
々
の
関
心
を
引
く
こ
と
な
く
放
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
一
転
、
土
地
争
い
の
訴
訟
合
戦
の
体
に
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
提
訴

が
起
こ
っ
た
成
化
年
間
に
は
、
漢
族
の
広
東
へ
の
移
住
と
開
発
が
進
ん
だ
結
果
、

従
来
は
放
置
さ
れ
て
き
た
山
間
の
わ
ず
か
な
狭
地
す
ら
も
開
発
の
対
象
と
な
っ
て

い
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

羅
家
は
裁
判
で
一
旦
は
敗
訴
し
た
。
そ
れ
は
墓
石
を
上
回
る
証
拠
価
値
を
も
つ
、

近
年
に
結
ば
れ
た
土
地
売
買
契
約
文
書
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
で
は
こ
の
契

約
文
書
が
な
か
っ
た
ら
、
判
断
は
ど
ち
ら
に
有
利
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て

そ
も
そ
も
、
人
は
遠
祖
の
墓
地
の
所
有
が
問
題
と
な
っ
て
そ
の
所
有
を
立
証
し
よ

う
と
し
た
場
合
、
そ
の
す
べ
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
墓
地
に
は
年
に
一
度
墓
参
す

る
の
が
精
々
で
あ
り
、
遠
祖
の
場
合
は
そ
れ
す
ら
も
ま
ま
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、

人
の
目
は
行
き
届
か
ず
、「
盗
占
」
が
起
こ
り
や
す
い
。
た
と
え
墓
地
購
入
の
際
、

売
買
契
約
書
を
作
成
し
て
い
て
も
、
数
世
代
に
亘
っ
て
家
産
分
割
を
繰
り
返
す
う

ち
に
散
逸
し
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
問
題
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
墓
守
を
雇

う（
３１
）
か
、
墳
丘
余
地
部
分
地
に
招
佃
す
る
一
方
で
、
子
孫
の
間
で
祖
先
の
世
系
の
記

憶
を
共
有
し
て
、
最
低
限
の
墓
祭
は
欠
か
さ
ぬ
よ
う
に
し
て
監
視
を
怠
ら
な
い
よ

う
に
す
る
以
外
の
術
は
な
か
ろ
う
。
族
譜
と
は
、
山
地
の
開
発
が
進
む
時
代
に
あ
っ

て
、
山
地
の
既
所
有
を
主
張
す
る
根
拠
に
も
な
り
う
る
文
書
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

か
つ
て
、
宗
族
は
宋
代
や
明
代
か
ら
一
貫
し
て
成
長
発
展
し
て
き
た
よ
う
に
描

か
れ
て
き
た
が
、
近
年
の
研
究
は
、
宗
族
が
す
ぐ
れ
て
歴
史
的
な
産
物
で
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
き（
３２
）
た
。
広
東
地
域
に
即
し
て
い
え
ば
、
フ
ァ
ウ
ラ
は
、
宋
代

や
明
代
の
始
祖
か
ら
は
じ
ま
る
と
主
張
す
る
宗
族
の
多
く
は
、
族
譜
編
纂
や
祀
堂

設
置
な
ど
宗
族
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
た
の
は
一
七
世
紀
末
葉
以
降
で
あ
る
と
指

摘
す（
３３
）
る
。

今
回
検
討
し
た
羅
虞
臣
の
ケ
ー
ス
も
ま
ず
は
こ
れ
ら
近
年
の
研
究
成
果
に
一
致

す
る
。
現
在
の
順
徳
南
門
羅
氏
は
宋
代
珠
�
巷
か
ら
移
住
し
て
き
た
南
雄
君
を
始

祖
と
す
る
と
主
張
す
る
が
、
十
六
世
紀
前
半
の
羅
虞
臣
に
到
る
ま
で
、
族
譜
は
な

く
共
有
財
産
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
羅
虞
臣
は
族
譜
を

編
纂
し
、
ま
た
自
ら
の
出
資
に
よ
り
共
有
財
産
（
祭
田
）
も
設
置
し
て
い
る
が
、

し
か
し
そ
の
書
簡
や
族
譜
記
事
か
ら
は
一
族
が
結
束
し
行
動
を
と
も
に
し
て
い
る

様
子
を
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
ず
、
族
譜
編
纂
等
の
行
動
は
羅
虞
臣
の
個
人
的
行

動
と
い
う
性
格
が
強
い
。
従
来
、
族
譜
族
産
の
具
備
は
、
団
体
と
し
て
の
宗
族
結

合
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
指
標
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
羅
虞
臣
の
ケ
ー

ス
は
こ
れ
に
は
相
当
し
な
い
。
中
国
で
は
、
多
大
な
共
有
財
産
を
有
す
る
大
宗
族

か
ら
、
族
譜
を
も
つ
だ
け
の
も
の
、
そ
し
て
全
く
そ
れ
ら
を
持
た
な
い
も
の
ま
で

様
々
な
レ
ベ
ル
が
存
在
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い（
３４
）
る
が
、
羅
虞
臣
の
ケ
ー
ス
は
、

族
譜
族
産
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
そ
の
内
実
の
親
族
統
合
の
レ
ベ
ル
は
様
々
で

あ
り
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
従
来
、
宗
族
結
合
は
、
そ
の
相
互
扶
助
に
よ
り
一
族
中
か
ら
の
科
挙
合
格

者
の
確
保
を
目
指
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
の
だ
と
す
る
見
解
が
あ（
３５
）
る
。
羅
虞
臣
の
ケ
ー

ス
は
こ
れ
に
は
相
当
し
な
い
。
羅
虞
臣
自
身
科
挙
官
僚
で
あ
っ
た
が
失
脚
、
ま
ず

は
自
ら
の
返
り
咲
き
を
目
指
し
て
い
た
。
年
も
若
く
、
自
身
も
ま
だ
子
が
な
く
、

一
族
の
次
世
代
育
成
へ
の
関
心
は
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
一
方
、
屡
々

表
明
さ
れ
る
の
は
、
祖
先
の
山
墳
を
奪
わ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
憤
り
と
痛
恨
の
念

羅
虞
臣
の
族
譜
編
纂
と
裁
判－

明
代
中
期
広
東
省
順
徳
県－

七
四



で
あ
る
。
上
田
信
氏
は
浙
江
山
間
部
を
対
象
と
し
て
、
明
末
の
宗
族
結
合
は
水
利

や
紛
争
な
ど
の
社
会
問
題
に
直
面
と
し
た
人
々
の
戦
略
的
対
応
で
あ
っ
た
と
論
じ

（
３６
）
る
が
、
羅
虞
臣
は
上
田
氏
の
見
解
に
比
較
的
近
い
ケ
ー
ス
と
い
え
よ
う
。

中
国
に
お
い
て
、
宗
族
の
統
合
レ
ベ
ル
は
多
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
多
様
性
は
、

中
国
社
会
が
個
々
人
の
作
る
二
者
間
関
係
の
集
積
か
ら
な
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会

で
あ
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
よ
う
。
族
譜
や
祭
田
は
そ
の
必
要
が
あ
っ
た
と
き
に

は
備
え
ら
れ
た
し
、
そ
し
て
宗
族
は
そ
の
必
要
が
あ
っ
た
と
き
に
は
結
合
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

（
１
）『
稗
編
』
巻
二
九
、『
古
今
図
書
集
成
』
明
倫
彙
篇
家
範
典
宗
族
部
総
論

第

一
〇
一
卷
、『
明
文
海
』
巻
一
一
四
、『
五
礼
通
考
』
巻
一
四
五
。

（
２
）
明
代
経
学
の
特
色
に
つ
い
て
は
井
上
進
「
樸
学
の
背
景
」『
東
方
学
報
』
六
四

号
、
一
九
九
二
年
参
照

（
３
）
日
本
の
近
年
に
お
け
る
中
国
宗
族
研
究
に
大
き
な
影
響
を
も
っ
た
フ
リ
ー
ド

マ
ン
の
著
作
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
理
解
が
み
ら
れ
る
。
フ
リ
ー
ド
マ
ン

（
田
村
克
己
氏
・
瀬
川
昌
久
氏
訳
）『
中
国
の
宗
族
と
社
会
』
弘
文
堂
、

一
九
八
七
年
、
同
氏
（
末
成
道
男
氏
・
西
澤
治
彦
氏
・
小
熊
誠
氏
訳
）『
東
南

中
国
の
宗
族
組
織
』
弘
文
堂
、
一
九
九
一
年
。

（
４
）
上
田
信
氏
「
地
域
と
宗
族
―
浙
江
省
山
間
部
」『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』

二
四
号
、
一
九
八
四
年
、
山
田
賢
氏
『
移
住
民
の
秩
序
―
清
代
四
川
地
域
社

会
史
研
究
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
、
岸
本
美
緒
氏
『
明
清
交

替
と
江
南
社
会
―
十
七
世
紀
中
国
の
秩
序
問
題
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

九
九
年
。

（
５
）R

ubie
W

atson”Inequality
am

ong
B
rothers:C

lassand
K
inship

in
South

C
hina

”C
am

bridge
U
niversity

Press.1985

（
６
）Patricia

B
uckley

E
brey

and
Jam

es
L.W

atson,“Introduction”,K
in-

ship
organization

in
late

im
perial

C
hina,

1000−1940
,
U
niversity

of
C
alifornia

Press,1986

（
７
）
嘉
靖
帝
の
張
延
齢
粛
正
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
文
俊
氏
「
明
代
中
期
の
外
戚
・

張
氏
兄
弟
」『
東
洋
史
研
究
』
四
九
巻
三
号
、
一
九
九
〇
年
、（
後
『
明
代
王

府
の
研
究
』
研
文
出
版
、
一
九
九
九
年
、
所
収
）
参
照
。

（
８
）
羅
虞
臣
の
遺
稿
集
編
纂
に
あ
た
っ
た
羅
虞
臣
の
弟
・
羅
虞
献
は
以
下
の
よ
う

に
記
す
。『
羅
司
勲
外
集
』
後
跋
「
兄
帰
二
年
、
採
�
旧
聞
、
整
齊
其
世
伝
、

作
豫
象
家
乗
、
又
以
礼
有
経
変
、
則
考
衷
古
今
、
参
伍
詮
析
、
必
要
聖
軌
、

立
通
方
之
訓
、
破
一
隅
之
説
、
作
宗
儀
篇
、
・
・
・
・
」。

（
９
）『
明
史
』
巻
二
八
七

（
１０
）
羅
虞
臣
は
明
代
学
術
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
心
性
修
養
論
を
嫌
っ
て
い
た
。

以
下
の
引
用
は
、
彼
の
実
践
礼
学
の
最
終
目
標
が
自
己
の
修
養
で
は
な
か
っ

た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
余
り
あ
る
。『
羅
司
勲
外
集
』
巻
一
、
書
、
与
馮

桐
江
「
宋
代
賢
才
、
号
為
頗
盛
、
然
其
弊
皆
謬
於
虚
談
、
以
便
己
私
、
�
拾

性
命
之
説
、
分
悉
心
学
之
詳
、
使
六
経
垂
教
之
意
、
竟
為
廃
物
、
・
・
・
今

日
陋
習
、
深
信
宋
儒
、
而
務
迂
言
、
細
談
心
学
、
而
略
治
道
」。

（
１１
）
南
門
羅
氏
・
北
門
羅
氏
が
珠
�
巷
伝
説
を
持
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
譚
棣
華

氏
「
従
珠
�
巷
史
事
聯
想
到
的
問
題
」『
広
東
歴
史
問
題
論
文
集
』
稻
禾
出

版
社
、
一
九
九
三
年
、
三
〇
七
頁－

三
三
二
頁
。
明
清
期
の
珠
�
巷
伝
説
に

つ
い
て
は
牧
野
巽
氏
『
牧
野
巽
著
作
集
第
五
巻

中
国
の
移
住
伝
説

広
東

原
住
民
考
』
お
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
五
年
。
片
山
剛
氏
「�
広
東
人
�
誕

生
・
成
立
史
の
謎
を
め
ぐ
っ
て
：
言
説
と
史
実
の
は
ざ
ま
か
ら
」『
大
阪
大
学
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大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
四
四
号
、
二
〇
〇
四
年
、
同
氏
「
中
国
史
に
お

け
る
明
代
珠
江
デ
ル
タ
史
の
位
置－

�
漢
族
�
の
登
場
と
そ
の
歴
史
的
刻
印
」

『
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
四
六
号
、
二
〇
〇
六
年
。

（
１２
）
本
族
譜
の
研
究
と
し
て
西
川
喜
久
子
氏
「『
順
徳
北
門
羅
氏
族
譜
』
考－

上
」

『
北
陸
史
学
』
三
二
号
、
一
九
八
三
年
、
同
氏
「『
順
徳
北
門
羅
氏
族
譜
』
考

－

下
」『
北
陸
史
学
』
三
三
号
、
一
九
八
四
年
が
あ
る
。

（
１３
）
黄
蕭
養
の
乱
に
つ
い
て
は
山
根
幸
夫
氏
「
広
東
黄
蕭
養
の
乱
」『
東
方
学
会
創

立
四
十
周
年
記
念
東
方
学
論
集
』
一
九
八
七
年
を
参
照
。
な
お
、
片
山
剛
氏

は
珠
江
デ
ル
タ
低
地
に
お
い
て
広
府
人
（
い
わ
ゆ
る
広
東
人
）
が
具
体
的
に

登
場
し
た
の
は
黄
蕭
養
の
乱
時
で
あ
る
と
す
る
。「
中
国
史
に
お
け
る
明
代

珠
江
デ
ル
タ
史
の
位
置－

�
漢
族
�
の
登
場
と
そ
の
歴
史
的
刻
印
」『
大
阪
大

学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
四
六
号
、
二
〇
〇
六
年
。

（
１４
）
フ
リ
ー
ド
マ
ン
『
東
南
中
国
の
宗
族
組
織
』
弘
文
堂
、
一
九
九
一
年

（
１５
）『
羅
司
勲
文
集
』
巻
六
、
顕
韶
公
伝
、
子
子
房

（
１６
）
瀬
川
昌
久
氏
『
中
国
社
会
の
人
類
学
―
親
族
・
家
族
か
ら
の
展
望
』
世
界
思

想
社
、
二
〇
〇
四
年

（
１７
）『
羅
司
勳
文
集
』
巻
八
上
、
祭
田
篇

（
１８
）『
羅
司
勳
文
集
』
巻
八
上
、
譜
葬
篇

（
１９
）
未
亡
人
が
親
族
か
ら
の
簒
奪
を
受
け
や
す
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
澤
正
昭

氏
『
主
張
す
る
愚
民
た
ち－

伝
統
中
国
の
紛
争
と
解
決
法
』
角
川
書
店
、

一
九
九
六
年

（
２０
）『
羅
司
勲
外
集
』
巻
一
「
與
袁
県
治
論
山
墳
」、『
羅
司
勲
文
集
』
巻
二
「
上

�
憲
長
論
山
墳
状
」。

（
２１
）『
羅
司
勲
外
集
』
巻
一
與
袁
県
治
論
山
墳
「
僕
聞
之
、
事
有
似
緩
而
実
急
、

名
軽
而
実
重
、
墳
墓
秉
訟
之
説
、
是
也
。
・
・
・
然
今
據
家
人
来
云
、
猶
在

駁
勘
、
使
僕
痛
心
挙
額
日
益
加
焉
、
・
・
・
・
僕
固
不
敢
贅
、
但
不
一
言
、

恐
執
事
未
能
白
僕
之
心
如
此
其
切
、
而
或
視
為
緩
且
軽
、
又
有
粃
於
執
事
所

以
正
風
化
之
本
也
」。

（
２２
）『
羅
司
勲
文
集
』
巻
八
上
、
家
乗
纂
餘
、
譜
葬
篇
第
六
。

（
２３
）『
羅
司
勲
外
集
』
附
録
、
李
三
洲
誌
原
子
遺
衣
塚
記

（
２４
）「
胡
公
仲
器
」。
胡
�
、
字
重
器
、
号
南
津
、
嘉
靖
五
年
に
広
東
布
政
使
左
参

政
の
職
に
あ
っ
た
。「
仲
器
」
は
字
の
「
重
器
」
と
の
音
通
で
あ
ろ
う
。

（
２５
）「
祝
公
�
溪
」。
祝
品
、
字
公
叙
、
号
暁
溪
、
浙
江
龍
游
人
。
嘉
靖
九
年
に
広

東
布
政
使
左
参
政
の
職
に
あ
っ
た
。

（
２６
）「
王
公
檗
谷
」。
王
大
用
、
号
檗
谷
、
江
南
宜
興
人
、
嘉
靖
七
年
広
東
右
布
政

使
の
職
に
あ
っ
た
。

（
２７
）「
胡
公
南
津
」。
注
（
４
）
参
照

（
２８
）『
明
律
』
賊
盗
篇
・
発
塚
「
若
平
治
他
人
墳
墓
為
田
園
、
杖
一
百
」。

（
２９
）
注
（
８
）
参
照

（
３０
）
西
川
喜
久
子
氏
「
清
代
珠
江
下
流
域
の
沙
田
に
つ
い
て
」『
東
洋
学
報
』
六
三

－

（
一
・
二
）、
一
九
八
一
年

（
３１
）
中
島
楽
章
氏
「
墓
地
を
売
っ
て
は
い
け
な
い
か
？－

唐
〜
清
代
に
お
け
る
墓

地
売
却
禁
令
」『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
三
二
、
二
〇
〇
四
年

（
３２
）
瀬
川
昌
久
氏
『
中
国
社
会
の
人
類
学
―
親
族
・
家
族
か
ら
の
展
望
』
世
界
思

想
社
、
二
〇
〇
四
年

（
３３
）D

avid
Faure

,T
he

Structure
of
C
hinese

R
ural

Society:Lineage
and

V
illage

in
the

E
astern

N
ew

T
erritories,

H
ong

K
ong,O

xford
U
niver-

sity
Press,1986

羅
虞
臣
の
族
譜
編
纂
と
裁
判－

明
代
中
期
広
東
省
順
徳
県－

七
六



（
３４
）Patricia

B
uckley

E
brey

and
Jam

es
L.W

atson,“Introduction”,K
in-

ship
organization

in
late

im
perial

C
hina,

1000−1940
,
U
niversity

of
C
alifornia

Press,1986

（
３５
）
井
上
徹
氏
『
中
国
の
宗
族
と
国
家
の
礼
制
―
宗
法
主
義
の
視
点
か
ら
の
分
析
』

研
文
出
版
、
二
〇
〇
〇
年

（
３６
）
上
田
信
氏
「
地
域
と
宗
族
―
浙
江
省
山
間
部
」『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
二

四
号
、
一
九
八
四
年

社
会
文
化
論
集

第
七
号

二
〇
一
一
年
三
月

七
七




