
い
う
重
要
な
役
割
を
も
掘
っ
て
い
た
。

近
代
の
宗
譜
か
ら
見
た
宗
族
の
軌
跡

|
|
庚
東
の
洗
氏
を
封
象
と
し
て
|
|井

上

徹
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宋
代
に
開
始
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
官
界
と
永
績
的
な
関
係
を
保
つ
よ
う
な
名

門
の
家
系
を
樹
立
す
る
装
置
と
し
て
の
宗
族
集
幽
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
動
き

は
、
一
六
世
紀
以
降
、
筆
中
・
華
南
の
都
市
を
中
心
と
し
て
設
展
を
遂
げ
、
地

域
社
舎
に
定
着
し
て
い
っ
た
。
宗
族
は
、
そ
の
普
及
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、

宗
族
結
合
の
核
心
を
な
す
父
系
血
統
の
観
念
と
祖
先
祭
犯
の
浸
透
と
と
も
に
、

人
々
の
生
産
と
生
活
を
防
衛
す
る
相
互
扶
助
圏
慢
と
し
て
の
性
格
を
加
え
、
そ

の
存
在
自
鐙
が
庚
義
化
し
た
。
宗
族
が
最
も
そ
の
威
力
を
渡
揮
し
た
の
は
、

「
西
洋
の
衝
撃
」
に
直
面
し
た
一
九
世
紀
半
ば
以
降
の
近
代
化
の
過
程
に
お
い

て
で
あ
る
。
本
田
技
表
の
眼
目
は
、
中
園
で
最
も
早
く
に
近
代
化
に
直
面
し
た
康

東
の
洗
氏
が
編
ん
だ
宗
諮
の
分
析
を
通
し
て
、
近
代
化
に
劃
す
る
宗
族
の
削
割
腹

を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。

洗
氏
の
一
一
族
は
慶
州
・
肇
慶
雨
府
に
庚
く
分
仮
し
て
い
た
が
、
各
地
の
洗
氏

は
、
明
代
後
字
以
降
、
そ
れ
ぞ
れ
の
血
縁
関
係
を
強
め
る
と
と
も
に
、
明
末
清

初
に
は
、
雨
府
の
洗
氏
を
大
統
合
す
る
事
業
を
庚
州
城
で
摩
行
し
た
。
こ
の
大

統
合
に
至
る
洗
氏
諸
房
の
浮
上
の
軌
跡
と
宗
族
の
普
及
の
潮
流
と
の
関
係
、
ま

た
清
代
に
お
け
る
諸
房
と
大
統
合
と
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
が
第
一
の
課
題

で
あ
る
。
第
二
に
、
近
代
化
へ
の
割
膝
で
あ
る
。
ア
ヘ
ン
賊
争
の
前
後
か
ら
、

惇
統
的
な
産
業
・
流
通
構
造
の
獲
質
に
と
も
な
う
失
業
者
の
場
大
、
農
業
経
営

の
不
振
、
曾
黛
の
活
動
の
活
波
化
な
ど
、
秩
序
不
安
が
飛
躍
的
に
増
大
し
た
。

こ
う
し
た
秩
序
不
安
に
劃
し
て
、
洗
氏
は
各
地
の
諸
房
内
部
に
お
け
る
宗
族
結

合
と
大
統
合
の
強
化
に
よ
っ
て
、
族
人
の
生
産
と
生
活
を
保
全
し
よ
う
と
し

た
。
そ
の
聞
の
事
情
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
化
と
宗
族
と
の
関
係
を
考

察
し
た
い
。

漢
代
の
墳
墓
祭
祖
霊
像
に
お
け
る
門
閥
像
と
亭
長
像

佐

靖

彦

竹

漢
代
の
輩
像
石
、
重
像
碍
、
墓
室
壁
査
に
は
多
く
の
亭
長
の
像
あ
る
い
は
亭

長
の
像
と
想
像
さ
れ
て
い
る
像
が
含
ま
れ
て
お
り
、
門
閥
と
り
わ
け
隻
闘
の
傍

に
立
つ
主
と
し
て
啓
戟
等
を
も
っ
武
官
の
像
を
そ
れ
に
あ
て
る
関
宥
氏
の
設
、

門
閥
と
そ
の
門
衡
の
像
を
西
王
母
の
世
界
の
入
口
を
示
す
と
す
る
曾
布
川
氏
の

説
、
漢
代
の
都
亭
は
「
園
立
の
披
館
、
つ
ま
り
放
行
中
の
臨
時
の
宿
泊
所
で
あ

り
L

、
洞
堂
蓋
像
に
見
え
る
都
亭
は
、
墓
主
が
地
下
の
墓
室
か
ら
車
馬
に
の
り

現
世
に
来
た
時
の
臨
時
の
宿
泊
所
で
あ
る
と
す
る
信
立
群
氏
の
設
が
並
立
し
て

い
る
。
問
題
が
墳
墓
祭
杷
蜜
像
の
理
解
に
か
か
わ
る
以
上
、
そ
の
筆
像
準
的
理

解
が
最
重
要
で
あ
る
の
は
論
を
待
た
な
い
が
、
本
論
で
は
鐙
像
に
よ
る
祭
犯
が

よ
り
大
き
な
祭
犯
の
健
系
の
一
部
で
あ
る
と
し
て
、
石
棺
、
石
構
、
基
室
、
石

閥
、
石
造
洞
堂
、
あ
る
い
は
現
在
は
す
で
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
大
規
模
な
木

造
宗
廟
、
木
造
寝
殿
等
に
描
か
れ
て
い
た
は
ず
の
重
像
を
噴
墓
祭
杷
霊
像
の
概

念
に
よ
っ
て
総
鐙
的
に
認
識
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
問
題
の
解
決
に
迫
ろ
う
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と
す
る
も
の
で
あ
る
。

結
論
的
に
は
、
前
漢
初
期
ま
で
の
、
鳥
、
樹
、
壁
玉
等
の
史
前
期
に
ま
で
さ

か
の
ぼ
る
永
生
の
怒
り
代
を
媒
介
と
す
る
垂
直
の
昇
天
あ
る
い
は
昇
仙
の
概
念

が
、
前
漠
中
期
ご
ろ
に
門
闘
を
天
門
と
仮
想
す
る
こ
と
に
よ
る
水
卒
の
仙
界
進

入
の
概
念
に
幾
化
し
た
が
、
こ
の
媛
化
を
引
き
起
こ
し
た
要
因
は
現
寅
の
亭
楠
恨

の
境
界
性
の
イ
メ

ー
ジ
で
あ
り
、
園
家
の
認
可
を
経
て
墓
園
の
前
に
建
て
ら
れ

る
石
闘
が
こ
の
亭
楼
の
境
界
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
墳
墓
祭
犯
の
な
か
に
定
着
さ
せ

た
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
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