
清
末
に
お
け
る
相
続
問
題
に
つ
い
て

124 （124）

西

fノ

真

子

は
　
じ
　
め
　
に

　
小
稿
で
は
、
清
代
末
期
の
中
国
に
お
け
る
、
遣
産
の
継
承
、
養
子
縁
組
等
、

相
続
事
案
の
中
の
家
父
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
こ
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
、
家
族
制
度
の
申
の
父
の
地
位
に
つ
い
て
最
も
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

系
的
な
研
究
を
行
わ
れ
た
の
は
、
滋
賀
秀
三
氏
で
あ
っ
た
。
滋
賀
氏
は
家
族

共
産
綱
の
解
明
と
い
う
問
題
意
識
に
端
を
発
し
、
家
族
共
産
と
い
う
場
に
展

開
さ
れ
る
親
族
相
続
法
を
把
握
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
帝
制
綴
代
の
家
族

法
及
び
そ
こ
に
必
然
的
に
生
じ
る
相
続
法
の
原
理
に
つ
い
て
詳
述
さ
れ
た
の

で
あ
っ
た
。

　
他
方
こ
こ
に
い
う
相
続
案
件
と
は
、
裁
判
事
案
の
区
分
に
従
え
ば
、
民
間

に
お
け
る
利
害
の
対
立
か
ら
生
じ
る
民
事
紛
争
事
件
の
｝
部
を
な
す
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
芸
評
に
つ
い
て
書
え
ぱ
、
此
等
の
民
事
案
が
、
宗
族
や
ギ
ル

ド
の
有
力
老
爺
が
主
宰
す
る
私
的
な
調
停
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
し

ば
し
ば
州
衙
門
の
裁
判
に
訴
え
て
解
決
す
る
べ
く
期
待
さ
れ
て
い
た
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

説
を
示
さ
れ
た
の
は
、
中
村
茂
夫
氏
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
村
氏
の
提
雷
以
後
、

最
近
の
国
．
じ
d
o
讐
げ
曽
亀
ダ
勺
・
鵠
轟
爵
σ
Q
幽
幽
の
薯
書
、
、
Q
ミ
ト
象
き
§

£
註
偽
§
ミ
陶
竜
n
へ
§
“
§
N
G
ミ
や
§
、
、
に
至
っ
て
は
、
清
代
及
び
民
国
時
期
を

対
象
と
し
て
民
事
案
の
範
曙
に
含
ま
れ
る
事
件
の
内
容
と
そ
の
解
決
法
に
つ

い
て
き
め
こ
ま
や
か
な
論
述
が
な
さ
れ
、
民
事
案
を
め
ぐ
る
事
実
関
係
が
徐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
④

々
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
訓
舞
⇔
σ
q
の
論
述
に
よ
れ
ば
、

威
霊
の
知
県
は
律
例
に
し
た
が
っ
て
民
事
案
を
処
理
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

知
県
の
恣
意
的
な
判
断
に
よ
っ
て
随
意
に
事
案
を
裁
い
て
い
た
わ
け
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
お
な
じ
く
と
冨
Φ
も
刑
事
案
と
区
別
し
て
民

事
案
を
処
理
す
る
手
続
法
が
確
立
し
て
ゆ
く
萌
芽
が
兆
し
て
い
た
こ
と
を
指

摘
し
、
民
事
案
は
律
例
に
よ
っ
て
判
決
を
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
加
え
、

民
事
案
の
判
決
に
際
し
て
文
化
、
慣
習
の
果
し
た
役
割
に
つ
い
て
述
べ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
。
さ
ら
に
鼠
㊤
＄
巳
①
団
は
明
代
中
期
以
降
、
膨
大
な
数
に
上
る
民
事
案
が
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活
発
に
訟
師
の
活
動
を
助
け
に
州
県
衙
門
に
持
ち
出
さ
れ
た
と
い
う
事
実
、

並
び
に
そ
う
し
た
風
潮
の
社
会
的
背
景
に
言
及
す
る
。

　
一
方
、
清
末
か
ら
民
国
時
代
に
か
け
て
中
国
で
は
、
司
法
制
度
の
西
洋
化

が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
。
は
じ
め
て
行
政
か
ら
独
立
し
た
裁
判
衙
門
で
あ

る
中
央
の
大
理
院
お
よ
び
各
省
の
審
判
庁
が
設
け
ら
れ
、
そ
こ
で
は
刑
事
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

廷
と
区
別
し
て
民
事
法
廷
が
開
か
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま

た
同
じ
く
こ
の
時
期
に
は
中
国
史
初
の
民
法
典
『
大
清
民
律
』
の
編
纂
が
始

ま
り
、
民
事
案
を
三
蓋
案
と
し
て
富
の
法
廷
で
受
理
す
る
体
制
が
次
第
に
整

え
ら
れ
よ
う
と
も
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
民
事
法
廷
設
立
の
準
備
過

程
に
お
い
て
、
婚
姻
並
び
に
相
続
案
の
取
り
扱
い
は
、
礼
俗
に
か
か
わ
る
と

こ
ろ
大
と
し
て
当
初
か
ら
論
争
の
的
と
な
っ
た
。
一
応
の
雪
男
分
別
を
果
し

た
母
式
裁
判
衙
門
に
お
い
て
も
、
婚
姻
相
続
事
件
の
審
理
に
は
検
察
が
立
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

会
を
義
務
付
け
ら
れ
、
他
の
民
事
案
と
は
別
の
扱
い
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

ま
た
『
大
清
民
律
』
諸
芸
に
お
い
て
も
、
家
族
法
、
相
続
法
に
あ
た
る
「
継

承
法
」
、
「
親
属
法
」
の
編
纂
に
は
議
論
が
集
中
し
た
。
つ
ま
り
中
国
が
司
法

の
西
洋
化
を
目
指
し
始
め
た
時
期
に
、
相
続
事
案
は
政
府
中
央
で
そ
の
争
点

の
一
つ
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
罠
間
か
ら
は
解
決
を
委
ね
て
盛
ん
に
官
の
裁
判

機
関
に
持
ち
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
陰
癬
に
行
わ
れ
た
司
法
改
革
は
、
行
政
と
司
法
の
分
離
、
民
刑
両
法

廷
の
併
設
、
検
察
の
設
置
等
の
項
目
か
ら
な
る
が
、
こ
れ
は
清
朝
政
府
の
司

法
制
度
改
革
は
、
治
外
法
権
撤
廃
を
成
功
さ
せ
る
た
め
の
必
要
か
ら
、
い
わ

ば
外
的
要
因
に
よ
っ
て
強
制
的
に
実
施
に
踏
み
切
っ
た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ

て
そ
の
改
革
は
中
国
に
先
ん
じ
て
西
洋
化
を
開
始
し
た
日
本
を
手
本
と
し
、

西
洋
型
司
法
制
度
の
枠
組
を
短
期
間
の
う
ち
に
完
成
す
る
こ
と
を
目
標
と
し

た
の
で
あ
り
、
民
間
か
ら
の
要
求
と
は
別
の
動
機
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
。

　
だ
が
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
磐
代
の
中
国
に
お
い
て
は
相
続
案
を
含
む
民

事
事
件
の
解
決
を
宕
に
委
ね
よ
う
と
す
る
意
欲
が
存
在
し
た
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
り
、
近
代
以
降
の
中
国
に
お
け
る
民
事
問
題
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
は
、

官
の
推
し
進
め
た
西
洋
化
の
軌
跡
と
、
民
の
側
の
実
態
と
を
各
々
分
析
し
た

上
で
、
双
方
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
し
て
行
く
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
清
末
以
降
の
相
続
案
の
研
究
に
対
し

て
も
、
官
が
い
か
に
こ
れ
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
か
を
考
え
る
と
共
に
、
官

に
事
案
を
訴
え
出
る
強
い
意
欲
を
見
せ
て
い
た
民
の
側
に
ど
の
よ
う
な
事
情

が
存
し
た
の
か
、
二
つ
の
方
向
か
ら
考
察
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
清
末
の
司
法
改
革
実
施
直
前
の
蒋
期
の
相
続
事
案
を

例
と
し
て
取
り
上
げ
、
そ
う
し
た
事
案
が
い
か
な
る
実
態
を
呈
し
て
い
た
か

を
確
認
し
、
今
後
筆
者
が
進
め
て
ゆ
こ
う
と
す
る
中
国
近
代
の
民
事
案
研
究

の
基
礎
作
業
と
し
た
い
。
尚
本
文
中
で
使
用
す
る
史
料
の
一
部
に
は
、
日
本
明

治
期
の
台
湾
植
民
統
治
時
代
の
も
の
が
含
ま
れ
る
が
、
当
時
の
台
湾
は
清
朝

二
等
下
の
中
国
社
会
と
同
質
の
も
の
と
考
え
、
該
当
史
料
を
使
用
し
て
い
る
。
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①
　
滋
賀
秀
三
『
中
国
家
族
法
の
原
理
』
（
以
下
『
家
族
法
』
と
略
。
　
一
九
九
〇
年

　
創
文
社
）
。
そ
の
他
中
国
の
伝
統
的
な
家
族
制
度
、
相
続
法
に
関
す
る
研
究
と
し

　
て
は
、
内
田
智
雄
『
中
国
の
分
家
鰯
度
』
（
岩
波
書
店
　
昭
和
三
〇
年
）
、
千
種
達

　
夫
『
満
洲
家
族
制
度
の
慣
習
旺
』
（
一
粒
社
　
昭
和
四
〇
年
）
、
仁
井
田
陞
『
中
国

　
の
農
村
家
族
』
（
一
九
五
二
年
　
東
京
大
学
出
版
会
）
、
問
『
中
国
身
分
法
史
』
（
東

　
京
大
二
二
当
会
　
一
九
八
三
年
）
、
問
「
明
清
時
代
の
人
売
及
人
質
文
書
の
研
究
」

　
（
『
史
学
雑
鼓
舳
』
四
六
一
四
・
五
・
六
）
等
を
参
考
に
し
た
。

②
　
中
村
茂
夫
「
伝
統
中
国
法
目
雛
型
説
に
対
す
る
一
試
論
」
（
『
法
政
理
論
』
第
一

　
二
巻
第
…
号
　
　
一
九
七
六
年
）
。

③
界
じ
ご
塁
旨
二
二
騨
鼠
℃
7
＝
一
℃
ρ
ρ
¢
鶏
譲
”
、
．
Ω
ミ
馬
卜
自
さ
註
食
誌
§
＆

　
沁
愚
N
＆
ミ
ミ
§
G
ミ
↓
§
、
．
ω
3
慾
o
a
¢
H
二
く
．
℃
お
m
ω
℃
お
㊤
野

④
注
③
前
掲
書
一
四
二
～
一
八
六
貰
、
℃
鉱
｝
弓
O
・
ρ
缶
毒
昌
σ
q
、
、
O
o
o
δ
①
二
い
p
ぞ

　
㊤
鼠
竃
p
・
σ
q
一
ω
θ
賃
巴
＞
a
＆
一
〇
葺
一
8
貯
昏
o
ρ
ぎ
α
q
、
●

⑤
注
③
前
掲
書
一
ニ
ニ
～
一
四
一
頁
、
竃
ρ
鱒
鋭
〉
｝
δ
ρ
、
O
O
α
ρ
O
巳
陣
霞
ρ
g
。
註

　
〇
二
乙
自
陣
O
営
”
凋
O
信
類
鳥
騨
自
O
降
。
ゆ
O
｛
O
一
く
雛
O
ρ
ω
O
　
＜
①
「
位
一
〇
富
　
一
昌
　
ρ
　
2
凶
＝
O
け
O
①
”
二
目
‘

　
O
o
口
ε
蔓
O
o
毎
崎
O
o
自
二
．
●

⑥
注
③
前
掲
書
八
五
～
一
二
一
頁
、
鼠
。
房
鴇
〉
．
累
p
8
三
。
ざ
．
Ω
＜
＝
鴛
O

　
¢
き
芝
諺
U
一
巻
暮
。
。
・
冒
Q
Q
8
け
9
器
け
O
o
器
寅
一
Ω
凱
津
”
ミ
b
。
ω
ム
Q
。
b
。
O
、
’

⑦
　
清
末
の
裁
判
制
度
改
革
に
つ
い
て
は
、
島
田
正
郎
『
清
末
中
国
に
お
け
る
近
代

　
的
法
典
の
編
纂
』
（
創
世
社
　
昭
和
五
五
年
・
）
、
拙
論
「
清
末
裁
判
潮
度
の
改
革
・
」

　
（
皐
果
洋
中
皿
研
究
』
第
五
　
二
巻
第
一
口
万
　
平
成
六
年
）
参
昭
細
。

⑧
　
『
大
勢
法
規
大
全
』
法
律
部
巻
七
審
判
「
各
級
審
判
庁
章
程
」
第
一
＝
条
。

第
一
章
　
家
産
の
分
割
に
於
け
る
家
父
の
役
割

前
掲
滋
賀
氏
は
、
伝
統
中
国
に
お
け
る
相
続
と
い
う
行
為
を
総
括
し
、
旧

申
国
に
お
い
て
相
続
と
は
人
を
継
ぐ
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
実
際
面
に
即
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
雷
う
な
ら
祭
祠
と
財
産
を
二
つ
な
が
ら
継
ぐ
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
。

し
か
し
突
際
に
相
続
案
件
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
問
題
を
二
つ
の
局
面
か

ら
区
分
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
相
続
問
題
が
も
ち
上
が
る
の

は
大
別
し
て
複
数
の
相
続
人
が
あ
る
時
に
い
か
に
財
産
分
劉
を
行
う
か
と
い

う
場
合
と
、
直
系
卑
属
に
相
続
人
が
な
い
時
に
相
続
人
を
い
か
に
選
定
す
る

か
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
生
じ
る
場
合
と
に
分
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
章

で
は
ま
ず
財
産
分
割
の
面
か
ら
栢
一
案
の
実
例
に
当
た
り
行
論
し
て
み
た
い
。

　
民
国
以
前
の
中
国
社
会
に
お
け
る
家
産
の
所
有
に
つ
い
て
は
、
中
田
薫
、

仁
井
田
陞
、
滋
賀
秀
三
氏
等
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
見
解
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
が
、
家
父
の
死
に
伴
う
財
産
の
相
続
に
当
た
っ
て
は
兄
弟
平
等
の
原
鰯

に
従
っ
て
家
産
は
均
等
に
分
割
さ
れ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
各
氏
の
見

解
は
一
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
相
続
人
が
複
数
有
る
場
合
、
㎝
家
の
財
産

は
総
て
の
相
続
人
に
平
等
に
分
け
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
原
則
に
は
、

家
父
と
い
え
ど
も
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
従
来

の
研
究
で
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
家
産

分
割
は
家
長
た
る
父
の
存
在
と
密
接
に
関
係
し
、
家
父
が
死
亡
す
れ
ば
一
家

の
財
産
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
維
持
す
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
く
、
家
父
の
死

亡
後
直
ち
に
財
産
分
割
が
行
わ
れ
る
の
は
ご
く
自
然
な
事
態
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
言
わ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
伝
統
中
国
に
お
い
て
は
多
く
の
場
合
、
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家
父
の
死
に
よ
っ
て
家
産
相
続
に
対
す
る
意
欲
が
刺
激
さ
れ
た
時
、
家
産
均

分
の
制
に
則
し
て
兄
弟
間
で
平
等
に
家
産
を
分
割
す
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
家
産
均
分
が
近
代
以
前
の
中
国
に
深
く
根
づ

い
た
原
則
で
あ
っ
た
こ
と
は
右
述
諸
氏
等
に
よ
り
、
宋
代
か
ら
明
清
時
代
の

史
料
に
基
づ
い
て
、
導
き
出
さ
れ
た
結
論
で
あ
る
が
、
こ
の
確
圃
た
る
原
剣

は
清
末
に
お
い
て
も
、
強
く
効
力
を
保
っ
て
い
た
。
『
台
湾
私
法
　
付
録
参

考
書
』
（
以
下
、
『
私
法
』
と
略
）
第
二
巻
下
第
六
章
「
相
続
」
に
収
め
ら
れ
た

史
料
第
一
九
は
そ
う
し
た
事
情
を
示
す
史
料
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

光
緒
二
五
年
台
湾
阿
維
地
方
万
蛮
庄
に
お
い
て
父
親
で
あ
る
事
誤
岡
が
死
亡

し
た
後
、
秀
錦
、
秀
増
、
秀
賢
の
兄
弟
三
人
は
遺
産
を
そ
の
ま
ま
維
持
し
よ

う
と
つ
と
め
た
が
、
人
多
く
且
つ
事
繁
多
な
故
に
、
間
も
な
く
分
割
の
や
む

な
き
に
盃
り
、
遺
産
を
分
け
て
世
帯
を
別
に
し
た
い
き
さ
っ
と
、
そ
の
遺
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

分
割
の
詳
細
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
中
に
は
、
た
と
え
父
が
死
亡
し
て
も
直

ち
に
遺
産
の
分
割
が
議
題
と
な
る
こ
と
は
な
く
、
し
ば
ら
く
は
遺
産
を
そ
の

ま
ま
の
形
で
維
持
し
、
孫
の
世
代
に
移
る
ま
で
家
産
分
割
が
持
ち
越
さ
れ
る

場
合
も
あ
っ
た
。
し
か
し
早
晩
そ
う
し
た
財
産
も
つ
い
に
は
分
割
さ
れ
る
運

命
を
免
れ
な
か
っ
た
。
同
史
料
第
一
八
に
お
い
て
は
、
台
北
士
林
で
祖
母
邸

游
氏
が
、
先
父
の
死
後
も
そ
の
遺
産
を
よ
く
管
理
し
て
い
た
が
、
老
齢
の
た

め
こ
れ
以
上
維
持
す
る
こ
と
は
か
な
わ
ぬ
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
光
緒
二

三
年
孫
の
世
代
に
当
た
る
四
房
に
財
産
を
分
割
し
、
そ
れ
ぞ
れ
家
計
を
独
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

さ
せ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
史
料
第
二
〇
は
光
電
二
〇
年
に
父

の
死
後
、
子
と
孫
の
二
世
代
五
人
が
家
産
の
分
割
を
行
っ
た
例
を
示
す
も
の

　
　
④

で
あ
る
。

　
家
父
の
死
が
、
直
に
家
産
分
割
と
結
び
つ
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ

れ
ら
の
例
か
ら
も
理
解
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
家
父
の
死
に
よ
っ
て
家
産
分

割
の
最
大
の
契
機
が
自
然
と
訪
れ
る
と
い
う
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
は
、
当

然
家
父
窪
身
が
財
産
管
理
に
対
す
る
自
分
の
役
割
と
義
務
を
十
分
に
認
識
し

て
い
た
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
そ
こ
で
家
父
が
あ
る
程
度
の
高

齢
に
達
し
た
と
き
、
自
分
の
死
後
の
財
産
処
理
に
つ
い
て
下
し
た
で
あ
ろ
う

処
置
、
財
産
の
生
前
贈
与
と
遺
言
の
作
成
と
い
う
こ
と
を
、
改
め
て
考
え
て

み
る
必
要
が
で
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
民
国
以
前
の
中
国
社
会
に
於
け
る
、
謡
言
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
は
、
既

に
幾
つ
か
の
論
著
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
一
つ
と
し
て
、
ま

ず
仁
井
田
陞
氏
の
所
論
並
び
に
『
台
湾
私
法
』
の
と
る
見
解
が
あ
る
。
仁
井

田
陞
乗
は
、
家
長
は
遺
言
（
遺
嘱
）
に
よ
っ
て
家
産
を
分
割
し
処
分
し
得
た

と
、
直
系
尊
属
が
作
成
し
た
遺
言
書
の
効
力
に
対
し
て
肯
定
的
な
見
解
を
記

　
　
　
　
　
⑤

し
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
『
台
湾
私
法
』
第
二
巻
下
第
六
章
「
相
続
」
第
三
節

は
「
遺
言
」
に
つ
い
て
専
幽
し
、
中
国
社
会
に
お
け
る
遺
言
の
有
効
性
、
遺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

言
作
成
の
要
件
と
定
式
に
つ
い
て
解
説
を
加
え
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
滋
賀
秀
三
氏
は
「
均
分
原
則
に
反
す
る
父
の
遺
言
に
は
拘
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⑦

東
福
が
な
い
し
と
い
う
説
を
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
遺
言
そ
の

も
の
の
持
つ
価
値
に
も
雷
及
さ
れ
、
　
「
中
国
の
網
続
法
に
お
い
て
遺
言
が
働

く
余
地
は
極
め
て
限
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
遣
言

を
作
製
す
る
こ
と
自
体
が
、
通
常
の
情
況
の
も
と
に
お
い
て
は
極
め
て
ま
れ

　
　
　
⑧

で
あ
っ
た
」
と
結
論
さ
れ
る
。
ま
た
千
種
達
夫
氏
が
旧
満
州
地
区
に
お
け
る

慣
行
調
査
の
結
果
と
し
て
表
し
た
『
満
洲
家
族
制
度
の
慣
習
1
』
に
も
、
遺

言
の
効
力
に
つ
い
て
「
遺
言
は
子
孫
に
対
し
て
何
ら
拘
束
力
な
く
、
分
割
の

必
要
あ
れ
ば
、
い
つ
で
も
分
割
で
き
る
と
い
う
の
は
、
回
答
者
の
一
致
し
た

　
　
　
　
⑨

意
見
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
遺
言
に
対
し
て
下
さ
れ
た
、
こ
の
相
反
す
る
評
価
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る

べ
き
か
。
双
方
の
主
張
を
参
照
し
つ
つ
、
以
下
に
遺
言
の
持
つ
性
格
と
そ
の

効
力
に
つ
い
て
再
度
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
既
に
述
べ
た
ご
と
く
、
滋
賀

氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
均
分
原
則
に
反
す
る
遺
言
は
効
力
が
な
く
、
相
続
人
は

そ
の
よ
う
な
遺
言
に
拘
束
さ
れ
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
均
分

原
則
が
順
守
さ
れ
る
な
ら
ば
、
敢
え
て
遺
言
を
作
成
す
る
必
要
も
ま
た
生
じ

て
こ
な
い
と
解
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
遺
書
に
拘
束
力
が

な
い
と
い
う
こ
と
と
、
遺
言
を
作
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
次
元
を
異
に
す
る

問
題
で
あ
る
。
均
分
原
則
に
そ
っ
て
作
成
さ
れ
た
遺
墨
で
あ
れ
ば
、
そ
の
有

効
性
を
問
わ
れ
る
と
い
う
問
題
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
遺
言
と
い
う
名
称
を
与
え

ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
遺
言
の
実
質
を
備
え
る
文
書
の
存
在
で
あ
る
。
滋
賀

氏
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
中
国
社
会
に
お
い
て
は
「
何
ら
か
の
権
利
義
務
を
設

定
す
る
性
質
の
法
律
的
な
意
味
で
の
遺
醤
は
、
殆
ど
人
々
の
念
頭
に
上
ら
な

　
　
　
　
　
　
⑩

い
事
柄
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
「
遺
言
」
と

い
う
名
称
は
備
え
て
お
ら
ず
と
も
、
自
分
の
死
後
に
行
わ
れ
る
家
産
分
割
の

方
法
、
相
続
人
の
指
名
、
家
務
の
管
理
等
に
つ
い
て
、
被
相
続
人
の
意
志
を

明
ら
か
に
し
て
指
示
を
与
え
る
と
い
う
行
為
は
、
事
実
上
「
遺
言
」
と
何
ら

変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
こ
れ
を
文
字
に
し
た
「
分
家
遺
嘱
書
」
は
ま
さ
し

く
「
遺
言
書
」
に
は
相
違
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
自
ら
の
意
志
を
表
現

す
る
に
当
た
っ
て
能
力
上
問
題
の
な
い
者
が
作
成
し
、
遺
蕎
の
執
筆
人
、
作

成
時
日
、
遺
言
内
容
（
こ
こ
で
は
財
産
相
続
の
方
法
と
内
容
）
が
明
記
さ
れ
、

遣
書
執
筆
人
並
び
に
立
ち
会
い
人
の
署
名
が
記
さ
れ
た
文
書
は
、
ま
さ
に
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

在
我
々
が
い
う
と
こ
ろ
の
遺
言
書
以
外
の
何
物
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
逆
に
言
え
ば
、
分
家
遺
嘱
書
と
い
う
形
式
の
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
広

く
慣
習
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
が
故
に
、
家
産
処
理
に
関
す
る
遺
言
書
は
作

ら
れ
る
必
要
を
生
じ
な
か
っ
た
と
も
解
せ
る
の
で
は
な
い
か
。
事
実
、
仁
井

田
陞
氏
は
唐
宋
時
代
の
文
献
に
見
え
た
遺
言
の
内
容
は
財
産
の
処
分
、
分
割

に
関
す
る
も
の
が
多
く
を
占
め
る
、
或
は
あ
る
種
の
文
書
が
家
産
分
割
文
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

で
あ
る
と
同
蒔
に
遺
言
状
（
遺
嘱
書
）
で
あ
る
と
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
分
家
遺
嘱
書
」
を
事
実
上
の
「
遺
需
」
と
見
る
な
ら
ば
、
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清末における相続問題について（西川）

次
に
示
す
よ
う
に
家
産
均
分
の
原
則
に
基
づ
く
、
故
に
拘
束
力
あ
る
遺
言
が

現
実
に
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
流
れ
の
延
長
上
、
清
末

に
も
後
述
の
ご
と
く
遺
言
の
指
示
す
る
と
お
り
に
財
産
分
割
が
行
わ
れ
た
こ

と
を
示
す
史
料
が
見
出
だ
せ
る
。
す
な
わ
ち
『
私
法
』
第
六
章
「
相
続
」
の

史
料
一
二
～
一
七
は
、
家
父
が
生
前
、
自
分
の
死
後
の
財
産
処
理
の
据
示
を

下
す
目
的
で
作
成
し
た
遺
言
書
、
も
し
く
は
父
の
死
後
そ
の
遺
言
に
従
っ
て

財
産
分
割
を
行
っ
た
際
に
作
ら
れ
た
岡
分
書
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
史
料
を

用
い
て
、
以
下
の
ご
と
く
行
嘉
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
同
史
料
第
一
四
に
お
い
て
、
道
光
一
二
年
に
家
父
陳
遜
言
が
遺
言
書

を
立
て
、

　
　
自
分
は
す
で
に
七
三
歳
に
な
る
が
、
特
に
子
孫
の
賢
愚
が
一
な
ら
ぬ
こ

　
　
と
か
ら
争
端
が
ひ
ら
か
れ
、
そ
の
た
め
に
仲
た
が
い
し
て
一
家
分
裂
す

　
　
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
を
抱
い
て
い
る
。
む
し
ろ
早
く
か
ら
分
家
し

　
　
て
、
以
後
い
が
み
あ
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
て
お
く
に
こ
し
た
こ
と

　
　
　
　
⑬

　
　
は
な
い
。

と
述
べ
る
。
ま
た
同
史
料
第
＝
二
に
よ
れ
ば
、
周
讐
漢
は
長
男
が
天
卜
し
た

後
、
長
孫
と
次
男
の
二
人
に
財
産
を
分
割
す
る
に
際
し
て
遺
言
書
を
作
成
し

た
。
そ
の
文
面
に
は
、
「
自
分
は
間
も
な
く
七
十
歳
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。

も
し
方
法
を
講
じ
て
決
ま
り
を
作
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
、
以
後
争
端
を
ひ
ら

　
　
　
　
　
⑭

く
恐
れ
が
あ
る
」
と
あ
り
、
相
続
争
い
を
未
然
に
防
ぐ
目
的
で
、
r
遺
言
書
を

作
成
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
家
父
は
あ
る
程
度
の
高
齢
に
至
る
と
、
自
分
の
死
後
の
財
産

処
理
に
つ
い
て
指
示
を
下
し
、
争
端
が
開
か
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
遺
言
書

を
作
成
す
る
場
合
の
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
財
産
分
割

に
つ
い
て
は
、
父
の
存
在
が
大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
、
父
が
死
亡
す
れ
ぱ

父
以
外
に
家
産
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
維
持
出
来
る
者
は
い
な
か
っ
た
。
父
も

こ
の
こ
と
は
十
分
に
承
知
し
て
お
り
、
し
ぼ
し
ば
生
前
か
ら
分
割
に
つ
い
て

遺
言
の
形
で
指
示
を
出
し
た
。
家
産
分
割
を
妥
当
な
方
法
で
行
い
、
余
計
な

紛
争
の
芽
を
摘
み
取
っ
て
お
く
こ
と
は
父
親
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
で
も
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
そ
れ
ら
の
遣
言
書
が
実
際
に
効
力
を
有
し
て
い
た
か
否
か
と
い
う
問

題
に
関
し
て
は
、
同
じ
く
『
私
法
』
史
料
第
＝
一
を
参
照
し
た
い
。
同
史
料

は
光
緒
一
九
年
三
月
父
王
紹
宗
が
三
人
の
子
（
秘
事
、
朝
事
、
麗
水
）
に
対

し
、
煙
舗
等
の
経
営
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
利
益
を
も
と
に
築
い
た
財
産
を
、

自
分
の
死
後
い
か
に
財
産
を
処
理
す
べ
き
か
を
説
い
た
「
遺
直
書
」
（
第
一

二
…
一
）
及
び
墜
緒
二
〇
年
四
月
そ
の
遺
言
に
基
づ
い
て
財
産
分
割
し
た
際

の
「
財
産
分
割
文
書
」
（
第
一
ニ
一
二
）
か
ら
な
る
。
ま
ず
家
父
が
生
前
に

作
成
し
た
遺
言
書
で
あ
る
史
料
第
一
二
一
一
の
文
中
に
、

　
　
い
ま
自
分
の
病
は
癒
え
ず
、
子
供
等
は
婚
礼
の
算
段
を
す
る
年
頃
と
な

　
　
つ
た
。
人
は
金
石
で
は
な
く
、
無
限
の
長
寿
を
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
も

129 （129）



な
い
。
入
念
に
準
備
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
お
前
達
兄
弟
の
意
見
の

対
立
す
る
の
は
免
れ
難
い
。
再
三
考
え
た
宋
、
親
戚
（
黄
鍾
山
、
呂
経

五
、
陳
ト
五
、
走
衆
照
）
を
招
き
、
中
に
た
っ
て
証
人
と
な
る
こ
と
に

承
諾
を
え
、
後
に
あ
る
い
は
私
の
意
向
と
合
わ
な
い
と
こ
ろ
が
生
じ
る

お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
家
財
を
列
挙
し
た
い
と
考
え
る
。
購
入

し
た
す
べ
て
の
田
園
及
び
仁
徳
南
里
の
一
帯
は
祭
祀
の
た
め
の
公
業
と

し
、
お
前
達
兄
弟
が
輪
番
で
管
理
に
当
た
れ
。
ま
た
二
千
元
を
も
っ
て

家
名
を
継
ぎ
孝
養
を
な
す
た
め
の
費
用
と
せ
よ
。
各
公
司
の
利
益
は
集

計
し
て
、
ひ
と
ま
ず
大
倉
街
店
の
付
税
と
当
座
の
入
り
用
の
為
の
経
費

に
あ
て
よ
。
ま
た
一
千
元
を
も
っ
て
子
龍
に
与
え
六
礼
の
費
に
当
て
さ

せ
よ
。
ま
た
…
千
元
を
も
っ
て
子
水
の
婚
礼
の
費
用
に
当
て
さ
せ
よ
。

ま
た
一
千
六
百
元
を
も
ρ
て
次
女
の
持
参
金
と
せ
よ
。
ま
た
継
室
（
後

妻
）
が
生
ん
だ
娘
た
ち
及
び
庶
出
の
一
女
は
ま
だ
幼
年
で
あ
る
が
、
将

来
嫁
ぐ
と
き
に
は
各
人
一
千
元
を
与
え
て
持
参
金
と
さ
せ
る
こ
と
に
し
、

こ
の
為
の
費
用
合
わ
せ
て
七
千
六
百
元
は
、
子
龍
に
あ
ず
け
て
管
理
さ

せ
る
。
随
聴
断
定
の
額
に
照
ら
し
て
間
違
い
な
く
支
給
せ
よ
。
別
に
銀

五
百
元
を
拠
出
し
て
長
女
英
に
与
え
、
ま
た
五
百
を
拠
出
し
て
次
女
毛
…

に
与
え
よ
。
ま
た
制
銭
五
百
千
文
を
出
し
て
堂
弟
平
に
与
え
よ
。
同
番

（
福
建
省
公
安
県
）
の
田
中
を
買
い
戻
し
て
、
内
地
の
祖
先
を
奉
じ
る

為
に
用
い
よ
。
以
上
を
除
い
て
、
そ
の
他
は
す
べ
て
兄
弟
三
人
が
均
分

　
　
せ
よ
。
事
業
、
不
動
産
及
び
支
出
の
各
項
目
は
、
公
親
に
よ
っ
て
酌
配

　
　
し
、
取
り
分
の
多
寡
を
等
し
く
し
、
処
置
に
不
手
際
が
な
い
よ
う
注
意

　
　
し
、
し
か
る
後
そ
れ
ぞ
れ
く
じ
を
引
い
て
割
り
豪
て
ら
れ
た
も
の
を
管

　
　
理
せ
よ
。
決
し
て
遺
訓
に
背
い
て
は
な
ら
な
い
。
お
前
達
が
将
来
よ
く

　
　
同
炊
共
居
す
る
幸
福
に
恵
ま
れ
る
こ
と
を
切
に
願
う
も
の
で
は
あ
る
が
、

　
　
も
し
も
そ
う
な
ら
な
い
場
合
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
割
り
当
て
分
に
準
じ
ま

　
　
た
私
の
命
に
従
っ
て
処
理
せ
よ
。
お
前
達
兄
弟
そ
れ
ぞ
れ
平
分
の
心
を

　
　
旨
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
財
産
の
か
な
め
を
守
り
、
異
議
を
醸
さ
ぬ
よ
う
に

　
　
せ
よ
。
以
上
が
わ
た
し
か
ら
お
前
達
に
対
し
て
最
後
に
申
し
付
け
る
と

　
　
こ
ろ
で
あ
る
。
契
字
一
式
三
分
を
作
る
。
そ
れ
ぞ
れ
し
か
と
遵
照
せ
よ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
光
緒
一
九
年
三
月
　
日

と
あ
る
よ
う
に
、
遺
言
人
で
あ
る
父
の
略
歴
と
遺
言
を
立
て
る
に
い
た
っ
た

経
緯
、
三
人
乗
兄
弟
各
人
に
譲
る
財
産
の
内
容
、
公
業
及
び
継
室
の
養
老
金
、

未
婚
の
子
の
婚
費
、
女
児
の
持
参
金
、
祖
先
の
祭
祀
の
た
め
の
費
用
等
を
列

挙
し
た
後
、
そ
の
余
の
額
を
兄
弟
三
人
で
均
分
す
べ
き
こ
と
を
指
示
し
、
末

尾
に
父
王
紹
宗
は
決
し
て
家
産
の
分
割
を
願
う
も
の
で
は
な
い
が
、
争
端
が

開
か
れ
兄
弟
が
対
立
す
る
よ
り
は
父
の
意
向
に
し
た
が
っ
て
財
産
を
分
割
す

べ
き
こ
と
が
命
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
こ
れ
に
対
し
て
同
史
料
第
ご
一
ー
ヱ
は
、
先
の
遣
言
書
を
立
て
た
父
が
死

去
し
た
後
、
実
際
に
上
に
示
し
た
父
の
遺
索
書
に
し
た
が
っ
て
財
産
分
割
を
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行
う
に
つ
い
て
作
成
さ
れ
た
分
家
単
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
遣
言
を
順
守
し
て
、

歴
年
の
家
業
経
営
に
よ
っ
て
築
き
上
げ
た
財
産
総
額
約
三
万
円
の
中
か
ら
公

業
、
紀
業
等
の
割
り
当
て
分
の
ほ
か
、
兄
弟
各
人
に
与
え
て
居
位
さ
せ
る
家

屋
の
明
細
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
不
動
産
以
外
の
財
産
に
つ
い
て
も

遺
言
の
意
に
添
う
よ
う
に
逐
一
個
別
に
処
分
法
が
記
さ
れ
、
合
計
一
四
〇
条

に
の
ぼ
る
項
囲
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
相
続
人
と
梢
続
法
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
例
か
ら
清
宋
中
国
の
財
産
相
続
事
案
は
、
家
産
均
分
の
原
剣
を
順

守
す
る
と
い
う
伝
統
的
な
枠
組
み
の
中
で
、
父
の
意
志
を
尊
重
し
ま
た
家
父

の
死
後
に
つ
い
て
は
そ
の
遺
嘱
に
従
っ
て
家
産
の
配
分
が
な
さ
れ
て
い
た
と

雷
え
よ
う
。

①
滋
賀
『
家
族
法
』
一
一
二
頁
。

②
『
私
法
』
第
二
巻
下
三
二
四
頁
。

③
『
私
法
』
三
二
一
頁
。

④
『
私
法
』
三
二
七
頁
。

⑥
仁
井
田
陞
『
唐
画
法
律
文
書
の
研
究
』
第
十
三
章
「
家
産
分
割
文
書
（
分
書
）
」

　
及
び
第
十
四
章
「
遺
言
状
（
遺
嘱
轡
）
」
（
東
大
出
版
会
　
昭
和
一
二
年
　
五
九
二
、

　
六
二
三
頁
）
、
同
「
唐
宋
時
代
の
家
族
共
産
と
遺
言
法
」
（
『
市
村
博
±
古
希
記
念

　
東
洋
史
論
叢
臨
窟
山
房
　
昭
和
八
年
）
、
同
『
中
国
身
分
法
史
』
（
東
大
出
版
会

　
一
九
四
二
年
　
四
五
九
、
四
六
二
頁
）
等
参
照
。

⑥
『
台
湾
私
法
隔
第
二
巻
下
五
九
三
～
六
頁
。

⑦
『
家
族
法
』
一
九
四
頁
。

⑧
　
同
右
一
九
七
頁
。

⑨
　
千
種
達
夫
『
満
洲
家
族
制
度
の
慣
習
H
駈
｝
九
七
頁
。

⑩
『
家
族
法
』
一
九
七
頁
。

⑪
伝
統
的
な
中
国
の
遺
言
書
の
形
式
等
に
つ
い
て
は
同
国
穴
三
九
…
四
八
頁
、
及

　
び
注
⑨
参
照
。

⑫
　
前
掲
『
直
訳
法
律
文
書
の
研
究
』
六
〇
五
、
六
二
九
頁
。

⑬
前
掲
『
私
法
』
三
〇
四
頁
。

⑭
同
右
三
〇
二
頁
。

⑮
　
岡
右
二
八
六
頁
。

⑯
　
同
右
二
八
八
頁
。

第
二
章
　
養
子
の
取
得
に
お
け
る
家
父
の
役
割

　
本
章
で
は
相
続
問
題
を
引
き
起
こ
す
、
い
ま
一
つ
の
原
因
、
実
子
が
無
い

場
合
の
相
続
人
取
得
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
人
た
る
も
の
は
必
ず
自
分

の
跡
を
継
ぐ
者
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
価
値
観
が
力
を
も
つ
社
会

で
あ
れ
ば
、
実
子
の
無
い
者
は
、
養
子
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
と
し
て
も

自
分
の
跡
継
ぎ
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
本
章
で
は
専
ら
こ
う
し

た
相
続
を
目
的
と
し
て
講
説
さ
れ
る
養
子
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。

　
中
国
に
お
い
て
は
祭
紀
と
財
産
を
継
承
さ
せ
る
た
め
に
同
族
中
か
ら
選
ん

だ
養
子
を
通
常
嗣
子
、
継
子
等
と
呼
ぶ
。
ま
た
、
一
つ
の
房
か
ら
他
の
房
へ

養
子
を
出
す
こ
と
を
「
過
継
」
「
過
房
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

し
て
養
子
と
な
っ
た
も
の
を
「
過
継
子
」
「
過
房
子
」
と
も
称
し
た
。
実
子

の
無
い
者
は
、
昭
穆
相
当
の
者
の
中
か
ら
自
己
に
ふ
さ
わ
し
い
者
を
嗣
子
等
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と
称
し
て
選
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
ま
た
異
姓
の
子
で
あ
っ
て
も
三
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

宋
満
で
あ
れ
ば
収
養
し
て
実
子
と
す
る
こ
と
も
恩
讐
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。

そ
し
て
実
際
に
は
三
歳
以
上
の
子
供
を
譲
り
受
け
、
改
姓
し
て
自
分
の
子
と

す
る
こ
と
も
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
収
養

し
た
異
姓
嗣
子
は
、
螺
蛉
子
と
も
呼
ば
れ
た
。

　
こ
の
養
子
択
取
に
関
し
て
滋
賀
秀
三
氏
は
宋
よ
り
闘
清
時
代
の
判
腰
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

民
国
初
期
の
大
無
糖
の
判
決
中
等
に
基
づ
き
考
察
を
行
わ
れ
た
。
そ
の
内
容

を
見
る
と
、
ま
ず
最
初
に
生
家
に
あ
っ
て
は
い
か
な
る
人
物
に
嗣
子
と
な
る

資
格
が
あ
る
か
と
い
う
問
題
を
中
心
に
論
述
が
な
さ
れ
る
が
、
嗣
子
契
約
を

結
ぶ
生
家
の
家
父
及
び
そ
の
他
の
成
員
の
役
割
、
契
約
の
手
続
き
方
法
等
、

生
家
の
側
の
包
括
的
な
実
態
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
な
い
。
次
に
取
り
上
げ

ら
れ
る
の
は
養
家
に
お
け
る
立
嗣
権
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

従
来
最
も
重
要
な
研
究
課
題
と
さ
れ
、
家
父
が
生
前
握
っ
て
い
た
立
嗣
権
を

家
父
の
死
後
に
誰
が
代
わ
っ
て
行
使
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
論
点
と
な
っ
て

き
た
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
滋
賀
氏
は
、
無
子
の
失
が
死
亡
し
た
場
合
の
嗣

子
選
択
の
決
定
権
は
夫
の
直
系
尊
属
よ
り
も
先
に
寡
婦
に
あ
っ
た
こ
と
を
論

　
　
　
④

じ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
夫
馬
上
氏
は
、
開
清
時
代
に
限
っ
て
言
え
ば
、

寡
婦
の
家
庭
内
の
地
位
が
低
下
し
た
こ
と
と
関
連
し
て
、
無
代
「
夫
亡
妻
在

者
、
従
其
妻
」
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
た
寡
婦
の
立
嗣
権
が
、
明
清
時
代
に

は
厳
し
く
制
限
を
受
け
る
に
変
化
し
た
と
の
立
場
を
示
さ
れ
、
特
に
寡
婦
の

祖
父
母
に
対
す
る
立
嗣
権
に
つ
い
て
は
、
宋
か
ら
明
清
時
代
を
通
じ
一
貫
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

て
不
安
定
な
状
況
に
あ
り
続
け
た
と
の
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
管
見
の
清
末
の
裁
判
関
係
資
料
に
よ
れ
ば
、
家
父
の
死
亡
後
に
行
わ
れ

た
過
房
子
契
約
に
お
い
て
、
家
父
が
有
し
た
立
嗣
権
が
他
者
に
移
り
、
そ
の

者
の
意
志
に
よ
っ
て
立
嗣
さ
れ
た
と
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
な
お
家
父
の
利

益
を
第
一
義
と
し
て
嗣
子
が
選
ば
れ
た
例
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
本
章
で
は
こ
れ
ら
の
研
究
を
参
照
し
つ
つ
、
ま
ず
立
嗣
問
魎
の
端
緒
と
な

る
立
嗣
契
約
の
手
続
き
法
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
嗣
子
を
降
す
生
家
の
家
父

の
立
場
を
確
認
す
る
。
そ
の
一
方
で
養
家
に
つ
い
て
も
家
父
の
立
嗣
権
が
ど

の
よ
う
に
行
使
さ
れ
た
の
か
、
そ
し
て
家
父
の
死
後
の
立
嗣
が
い
か
に
お
こ

な
わ
れ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
薪
た
な
史
料
を
ま
じ
え
て
再
考
し
て
み

た
い
。

　
跡
継
ぎ
養
子
で
あ
る
嗣
子
の
択
取
は
同
宗
の
他
房
へ
昭
穆
相
当
の
子
を
与

え
る
、
す
な
わ
ち
過
去
さ
せ
る
も
の
を
典
型
と
し
た
。
よ
っ
て
以
下
に
『
私

法
』
第
二
巻
下
第
四
章
「
親
子
」
史
料
第
一
ニ
ー
＝
を
例
に
過
房
子
授
受

の
手
続
き
を
見
て
み
た
い
。
同
史
料
は
盗
塁
一
四
年
兄
弟
の
問
で
行
わ
れ
た

過
房
子
契
約
の
文
書
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、

　
　
書
房
書
を
立
て
る
人
胞
弟
聖
上
、
局
妻
何
者
は
本
年
捌
月
初
二
日
巳
の

　
　
時
、
一
子
を
生
み
定
基
と
名
付
け
た
。
い
ま
年
わ
ず
か
に
一
歳
で
あ
る

　
　
が
、
胞
兄
欲
求
が
早
世
し
、
跡
継
ぎ
が
な
い
の
を
思
い
、
夫
婦
相
談
し
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て
、
こ
の
子
を
嗣
子
に
立
て
胞
兄
欲
求
に
与
え
て
長
子
と
す
る
こ
と
に

し
た
。
祭
祀
を
受
け
継
ぎ
、
養
育
し
て
成
人
し
た
後
子
孫
を
生
み
、
長

じ
て
名
を
成
し
功
を
立
て
、
末
代
ま
で
栄
え
、
一
族
に
誉
れ
を
も
た
ら

し
、
大
い
に
家
名
を
振
る
わ
せ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
胞
兄
の

徳
分
で
あ
る
が
、
ま
た
上
夫
婦
の
尊
ぶ
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
こ
れ
が
上

夫
婦
の
喜
び
で
あ
り
、
共
に
願
っ
て
後
悔
す
る
こ
と
は
な
い
。
口
約
束

だ
け
で
は
よ
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
、
過
事
書
一
幅
を
立
て
て
証
し
と

す
る
。

光
輝
拾
四
隼
戊
子
九
月
　
日

代
筆
自

在
場
人

立
過
笹
書
人

馬
兄
　
家

胞
弟
　
欲

同
妻
　
何

胞
弟
　
聖

上⑥氏大栄

と
あ
る
。
契
字
書
の
冒
頭
で
生
家
の
家
父
欲
上
が
こ
の
契
字
書
の
作
成
人
で

あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
、
以
下
に
欲
上
と
そ
の
妻
何
氏
と
の
問
に
生
ま
れ
た

子
を
過
房
子
と
し
、
早
世
し
た
兄
の
跡
継
ぎ
と
し
て
過
房
さ
せ
る
旨
が
記
さ

れ
る
。
そ
し
て
契
字
書
最
後
尾
に
付
さ
れ
た
署
名
の
欄
を
見
て
み
る
と
、
欲

上
が
過
房
書
の
作
成
人
、
そ
の
妻
何
氏
と
欲
上
の
胞
弟
欲
大
が
立
ち
会
い
人
、

族
譜
の
家
栄
が
代
筆
人
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
署
名
を
行
っ
て
い
る
。

　
ま
た
同
史
料
一
二
一
五
は
、
藷
粥
一
〇
年
三
月
影
趣
意
と
そ
の
妻
黒
氏
の

聞
に
生
ま
れ
た
子
を
堂
叔
の
洪
典
に
過
房
さ
せ
、
生
家
と
養
家
の
両
方
を
相

続
（
兼
帯
）
さ
せ
る
に
当
た
っ
て
作
成
さ
れ
た
契
字
書
で
あ
る
が
、

　
　
過
房
書
を
立
て
る
こ
と
を
願
う
者
、
湾
裡
本
革
順
意
、
媒
酌
人
を
経
て

　
　
林
氏
を
婆
り
妻
と
し
、
男
児
【
名
を
得
て
金
華
と
名
づ
け
た
が
、
こ
の

　
　
子
は
本
年
五
歳
と
な
る
。
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
こ
こ
に
夫
婦
が

　
　
相
談
し
た
結
果
、
こ
の
男
児
を
障
壁
さ
せ
堂
叔
の
洪
典
に
与
え
る
こ
と

　
　
に
し
た
。
過
憎
し
て
子
と
な
し
た
後
は
、
（
実
家
と
養
家
が
）
と
も
に

　
　
養
育
し
、
婚
姻
を
毅
取
り
し
、
家
資
は
等
分
に
分
つ
。
も
し
（
養
家
に
）

　
　
実
子
が
生
ま
れ
て
も
取
り
決
め
通
り
に
し
、
互
い
に
異
心
を
趨
こ
さ
な

　
　
い
よ
う
に
す
る
。
も
し
功
を
立
て
財
を
成
し
、
予
か
ら
孫
へ
と
｝
族
が

　
　
栄
え
れ
ば
、
生
父
と
養
父
の
二
人
が
そ
の
幸
福
に
あ
ず
か
る
も
の
で
あ

　
　
り
、
他
人
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
口
約
束
だ
け
で
は
頼
り
に
な
ら
な
い

　
　
の
で
、
い
ま
証
文
を
作
ろ
う
と
欲
し
、
ま
さ
に
過
房
書
一
式
を
作
成
し
、

　
　
長
く
よ
り
所
と
す
る
。

　
　
光
緒
拾
年
参
月
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
為
媒
人
　
洪
　
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
見
穆
実
　
林
　
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
立
甘
願
意
房
書
人
　
洪
順
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
書
人
　
洪
章
記

と
あ
る
。
こ
の
例
に
於
い
て
も
家
父
洪
糞
意
が
契
約
を
結
び
、
そ
の
妻
林
氏
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が
立
ち
会
い
の
下
、
媒
酌
人
と
代
筆
人
に
各
々
釣
銭
、
洪
章
記
を
得
て
当
年

五
歳
の
男
児
金
格
を
養
家
に
玉
房
さ
せ
る
こ
と
が
取
り
決
め
ら
れ
た
事
が
分

か
る
。

　
さ
ら
に
同
資
料
＝
一
－
三
は
、
明
治
三
五
年
二
月
盛
期
池
と
彼
の
後
妻
彰

氏
の
間
に
生
ま
れ
た
男
児
継
章
を
、
長
兄
蝶
海
の
未
亡
人
王
氏
秀
に
与
え
る

に
当
た
っ
て
立
て
ら
れ
た
契
字
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
見
て
も
、

　
　
過
継
旧
約
字
を
立
て
る
人
陳
窯
池
。
　
（
霧
）
池
の
父
親
は
兄
弟
二
人
を

　
　
残
し
た
が
、
長
男
は
霧
海
、
次
男
は
澄
池
で
あ
る
。
長
兄
は
生
前
妻
王

　
　
氏
を
回
り
子
供
も
も
う
け
て
数
年
を
過
ご
し
た
が
、
不
幸
に
も
長
兄
窯

　
　
海
父
子
は
相
次
い
で
没
し
、
寡
婦
王
氏
が
後
に
残
さ
れ
た
。
そ
こ
で
諜

　
　
池
の
後
妻
彰
氏
が
去
年
身
ご
も
っ
た
際
、
男
女
ど
ち
ら
が
生
ま
れ
る
か

　
　
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
兄
嫁
に
対
し
も
し
も
男
児
が
生
ま
れ
た
ら
、
兄

　
　
霧
海
の
後
を
継
が
せ
る
と
伝
え
た
。
壬
寅
（
明
治
三
五
）
の
年
の
正
月

　
　
二
一
日
、
果
し
て
男
児
が
生
ま
れ
た
。
ま
こ
と
に
亡
き
兄
の
徳
の
な
せ

　
　
る
わ
ざ
で
あ
る
。
こ
の
子
は
生
ま
れ
順
は
第
三
子
、
継
章
と
名
づ
け
て

　
　
年
齢
は
一
歳
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
運
に
生
れ
つ
い
た
子
は
や
は
り

　
　
こ
の
子
が
後
を
継
ぐ
べ
き
入
の
も
と
へ
過
房
子
に
出
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
そ
こ
で
霧
と
妻
彰
氏
は
先
に
口
に
出
し
た
こ
と
で
も
あ
る
の
で
、
決
し

　
　
て
遺
雷
が
あ
っ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
に
媒
酌
人
に
託
し
て
、

　
　
兄
左
転
の
妻
王
氏
秀
と
話
し
合
い
、
こ
の
子
を
過
継
し
て
王
氏
秀
に
与

　
　
え
、
永
く
自
ら
の
子
と
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
踏
臼
霧
池
夫
婦
は
媒
酌

　
　
人
と
吉
日
を
選
ん
で
航
船
を
立
て
証
拠
と
し
、
こ
の
子
継
章
を
兄
嫁
王

　
　
氏
秀
に
与
え
る
も
の
と
す
る
。
（
中
略
）
　
口
約
束
だ
け
で
は
心
も
と
な

　
　
く
、
や
は
り
証
明
す
る
も
の
が
必
要
な
の
で
、
こ
こ
に
過
継
書
｛
紙
を

　
　
作
り
証
書
と
す
る
。

　
　
明
治
三
十
五
年
歳
在
壬
寅
年
二
月
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
筆
・
為
媒
人
　
藍
子
材

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
場
妻
　
彰
子
（
氏
～
　
　
筆
者
注
）
綱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
立
過
早
書
約
手
人
　
陳
霧
池

と
あ
り
、
冒
頭
に
当
該
契
約
書
を
立
て
る
者
は
癖
毛
池
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
た
後
、
彼
と
妻
彰
氏
が
同
夫
婦
の
闘
に
生
ま
れ
た
第
三
児
を
過
房

子
と
し
て
無
子
の
ま
ま
死
去
し
た
兄
の
未
亡
人
王
氏
秀
に
与
え
る
べ
く
取
り

決
め
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
最
後
の
薯
名
の
部
分
を
見
る
と
、
こ

の
件
に
お
い
て
も
過
房
子
契
約
の
名
義
人
は
家
父
陳
蝶
池
、
立
ち
会
い
人
は

同
様
心
嚢
で
あ
っ
て
、
家
父
の
決
定
に
そ
の
妻
が
同
意
し
た
形
で
契
約
が
結

ぼ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
こ
こ
で
は
代
筆
兼
媒
酌
人
は
族
外
異
姓
の
人

物
が
つ
と
め
、
従
っ
て
陳
蝶
池
夫
婦
以
外
の
同
族
の
者
が
こ
の
契
約
に
関
与

し
た
形
跡
は
う
か
が
え
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
生
象
の
家
父
お
よ
び
そ
の
妻
が
存
命
中
は
、
家
父
が
過
房
子

契
約
を
結
ん
で
契
約
書
を
作
成
し
文
書
末
尾
に
署
名
、
そ
の
妻
が
立
ち
会
い
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清末における相続問題について（西川）

人
と
し
て
連
署
し
た
。
生
父
母
以
外
の
族
人
が
契
約
書
に
署
名
す
る
場
合
は
、

す
べ
て
立
ち
会
い
人
面
は
代
筆
人
等
と
し
て
名
を
連
ね
る
に
止
ま
っ
た
の
で

　
⑨

あ
る
。
つ
ま
り
過
房
子
の
授
受
に
当
た
っ
て
は
、
生
家
の
側
に
つ
い
て
言
え

ば
過
房
子
を
出
す
場
合
の
決
定
権
は
家
父
が
握
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
族
長

そ
の
他
の
者
が
干
渉
す
る
事
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
生
家
の
事
情
は
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
次
に
過
募
子
を
貰
い
受
け
る

養
家
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
先
に
も
述
べ
た
よ

う
に
滋
賀
秀
三
氏
は
「
嗣
子
た
り
う
る
適
格
者
の
う
ち
か
ら
、
特
定
人
を
現

実
に
嗣
子
に
選
定
す
る
権
限
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
第
一
に
被
継
承
人
（
嗣

　
　
　
　
　
　
　
⑩

父
）
本
人
に
属
す
る
」
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
養
家
に
お
い
て
も
生
家
と
同
様

嗣
子
の
選
択
権
は
家
父
が
握
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
た
だ
し
こ
の
よ
う
に
養
子
の
授
受
に
つ
い
て
生
身
両
家
と
も
に
家
父
の
発

言
権
が
第
一
に
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
旦
両
家
の
問
に
意
見

の
食
い
違
い
が
生
じ
た
場
合
に
、
両
者
を
調
停
す
る
人
物
を
見
い
出
せ
な
い

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
次
に
光
緒
三
三
年
以
降
順
次
、

従
来
の
州
県
衙
門
か
ら
独
立
し
て
創
設
さ
れ
た
各
省
の
審
判
庁
所
轄
の
案
件

の
判
例
集
『
各
省
審
判
庁
判
腰
』
（
「
族
制
門
」
）
の
中
の
「
立
継
嫌
隙
」
の

一
案
を
示
す
が
そ
れ
に
よ
る
と
、

　
　
訴
訟
事
実
　
浦
徳
年
す
な
わ
ち
三
明
は
嬉
々
の
民
人
で
あ
る
。
そ
の
堂

　
　
叔
崇
雲
す
な
わ
ち
永
生
が
生
ん
だ
二
子
、
長
子
徳
勤
、
次
子
徳
全
は
共

に
子
が
無
い
ま
ま
逝
去
し
た
。
そ
こ
で
徳
年
は
自
分
の
子
の
下
々
に
承

継
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
同
帯
金
親
の
例
に
か
な
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
徳
器
の
妻
町
費
氏
が
異
を
唱
え
、
宜
統
二
年
冬
、
周
叙
財
の
次

子
雲
生
を
収
養
し
て
子
と
な
し
た
。
こ
れ
以
後
互
い
に
訴
訟
沙
汰
が
始

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
本
年
二
月
二
十
六
日
電
寧
州
知
事
は
、
徳
器
と
貸

費
氏
が
争
い
、
加
え
て
浦
費
氏
が
家
内
騒
動
ま
で
引
き
起
こ
し
て
い
る

と
い
う
の
で
、
雨
中
で
協
議
し
て
浦
費
氏
に
他
に
自
分
の
意
に
か
な
う

跡
継
ぎ
を
選
ば
せ
、
豊
年
の
子
祥
漢
に
承
継
さ
せ
る
こ
と
は
許
可
し
な

い
と
命
じ
た
。
し
か
し
今
度
は
徳
年
が
不
服
を
申
し
立
て
、
五
月
初
二

日
本
庁
に
上
訴
し
て
き
た
。
す
で
に
書
類
一
式
を
調
べ
、
承
認
を
喚
問

し
、
章
程
に
従
っ
て
検
察
官
臨
法
の
上
　
同
を
取
り
調
べ
る
こ
と
三
回

の
後
、
次
の
よ
う
に
言
い
渡
し
た
。
「
族
長
順
恩
愛
の
差
し
嵐
し
た
徳

派
祥
派
両
派
の
名
前
の
リ
ス
ト
及
び
同
族
長
等
の
請
求
に
よ
れ
ぽ
、

（
徳
年
の
子
祥
漢
を
）
徳
全
の
妻
朱
氏
の
も
と
へ
出
島
さ
せ
た
い
と
願

っ
て
い
る
。
ま
た
浦
費
氏
の
請
求
に
よ
れ
ば
徳
華
の
子
を
跡
継
ぎ
と
し

た
い
と
申
し
立
て
て
い
る
。
す
で
に
徳
華
は
本
衙
門
に
出
頭
し
取
り
調

べ
を
受
け
た
が
、
そ
の
供
述
に
よ
れ
ば
「
（
訴
え
ど
お
り
の
こ
と
を
）
希

望
い
た
し
ま
す
」
と
言
っ
て
い
る
。
取
り
調
べ
を
重
ね
た
結
果
そ
の
言

葉
に
潤
色
は
無
い
も
の
と
す
る
。

法
律
を
援
用
す
る
理
由
　
考
え
る
に
、
律
に
は
継
を
立
て
る
に
当
た
っ
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て
「
応
継
の
人
」
と
日
ご
ろ
嫌
隙
が
あ
る
場
合
は
、
昭
穆
相
当
の
内
か

ら
自
由
に
「
賢
愛
の
者
」
を
選
ん
で
嗣
子
と
す
る
こ
と
を
許
す
と
あ
る
。

こ
の
案
内
で
薄
徳
年
と
浦
費
氏
の
関
係
が
こ
じ
れ
、
何
度
も
訴
訟
沙
汰

を
起
こ
し
て
い
る
。
こ
れ
を
律
の
意
に
照
ら
し
て
は
か
れ
ば
、
も
は
や

そ
の
子
祥
漢
に
承
継
さ
せ
、
事
態
を
紛
糾
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

徳
年
を
除
い
て
、
他
に
徳
勤
と
昭
穆
相
当
の
者
に
は
徳
富
、
徳
才
、
蓮

華
が
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
二
人
ず
つ
子
供
が
あ
る
。
し
か
も
浦
費
氏
は
徳

華
の
子
を
嗣
子
に
し
た
い
と
欲
し
、
徳
華
も
ま
た
こ
こ
ろ
か
ら
こ
れ
を

願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
こ
と
に
択
賢
累
々
の
意
と
符
合
す
る
。

該
族
長
等
が
徳
全
の
妻
算
氏
の
後
を
立
て
た
い
と
願
う
の
は
ま
こ
と
に

も
っ
と
も
で
あ
る
。
た
だ
晶
質
（
期
年
の
誤
り
　
　
筆
者
注
）
の
次
子

祥
漢
に
浦
乗
馬
を
継
が
せ
る
の
は
、
調
停
方
法
と
し
て
正
当
な
や
り
方

で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
徳
華
の
次
子
原
林
に
は
徳
勤
を
継
が
せ
併
せ

て
徳
全
を
兼
桃
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
よ
っ
て
以
下
の
よ
う
に
判
決
を

下
す
。

判
決
主
文
　
判
決
を
下
す
。
浦
徳
華
の
子
祥
林
は
徳
漏
壷
全
の
両
蕩
を

承
桃
し
、
跡
継
ぎ
と
さ
せ
る
。
あ
ら
ゆ
る
一
切
の
財
産
は
祥
林
が
承
受

す
る
。
徳
勤
の
妻
浦
費
氏
が
収
容
し
た
周
姓
の
子
は
義
子
と
し
、
将
来

財
産
を
酌
給
す
る
こ
と
を
許
す
。
た
だ
し
祭
紀
を
継
が
せ
る
こ
と
は
許

さ
な
い
。
徳
年
は
意
に
ま
か
せ
て
み
だ
り
に
財
産
を
争
っ
て
は
癒
ら
な

　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
い
。
（
以
下
略
）

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
事
件
は
無
子
の
ま
ま
逝
虫
し
た
謙
徳
勤
・
徳
全
兄
弟
の

跡
継
ぎ
を
め
ぐ
っ
て
、
生
家
の
家
父
浦
徳
年
と
養
家
の
家
父
徳
勤
の
未
亡
人

浦
算
氏
が
対
立
し
た
と
こ
ろ
が
ら
始
ま
っ
た
。
そ
の
後
互
い
に
言
い
分
を
通

そ
う
と
す
る
両
派
の
折
り
合
い
が
っ
か
ず
、
海
粟
糠
知
事
が
族
内
で
協
議
し

て
争
い
を
解
決
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
し
か
し
族
長
の
調
停
は
失
敗
に
終
わ

り
、
不
服
を
押
さ
え
切
れ
な
い
浦
徳
年
が
上
訴
し
た
た
め
に
、
結
局
事
件
は

杭
州
高
等
審
判
庁
に
解
決
を
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
示
す
案
件
も
ま
た
、
族
内
紛
争
を
寧
波
地
方
審
判
庁
に
持
ち
込
み
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

官
に
解
決
を
託
し
た
事
例
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
過
房
子
の
択
取
を
め
ぐ
っ
て

対
立
す
る
族
人
に
対
し
、
審
判
庁
が
更
に
明
確
に
判
断
基
準
を
明
ら
か
に
し

て
判
決
を
下
し
て
い
る
。

　
は
じ
め
に
案
件
の
概
要
を
述
べ
る
と
、
天
地
人
三
房
に
分
枝
し
て
宗
族
を

形
成
す
る
察
氏
の
中
で
、
男
児
に
恵
ま
れ
な
い
ま
ま
逝
虫
し
た
軍
糧
の
族
人

察
媚
青
、
察
和
霧
の
跡
継
ぎ
択
取
を
め
ぐ
っ
て
相
続
争
い
が
生
じ
た
。
す
な

わ
ち
人
房
の
察
卿
の
子
和
霧
は
無
子
の
ま
ま
死
亡
し
、
天
房
下
に
あ
る
和
黙

の
子
同
軸
を
嗣
子
に
立
て
た
の
で
あ
る
が
、
続
い
て
茶
卿
の
兄
、
つ
ま
り
和

霧
の
伯
父
蠣
青
も
無
子
の
ま
ま
死
亡
、
蠣
青
の
娘
婿
で
あ
る
張
心
算
等
は
既

に
’
祁
霧
の
嗣
子
と
な
っ
て
い
た
嘉
瑞
を
さ
ら
に
媚
青
の
兼
挑
孫
と
し
、
契
字

書
を
作
成
し
た
。
人
房
の
房
長
察
　
鐵
は
率
先
し
て
こ
れ
に
同
意
の
署
名
を
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記
し
た
が
、
最
中
に
は
署
名
に
応
じ
な
い
者
が
出
て
事
態
は
紛
料
の
兆
し
を

見
せ
た
。
ま
た
入
房
の
房
族
至
親
の
申
に
は
調
停
案
と
し
て
同
房
の
和
霧
を

蠣
青
の
次
嗣
と
し
て
同
窓
と
並
継
さ
せ
よ
と
唱
え
て
継
嗣
書
を
立
て
る
者
が

出
た
。
な
お
悪
い
こ
と
に
は
、
先
に
同
瑠
を
兼
桃
孫
と
す
る
契
字
書
に
署
名

し
た
房
長
考
憧
が
新
た
に
立
て
ら
れ
た
同
瑠
・
和
露
並
継
の
契
宇
書
に
も
署

名
し
て
し
ま
っ
た
。
更
に
加
え
て
族
人
の
和
露
が
自
ら
媚
青
の
嗣
子
と
な
る

資
格
有
り
と
し
て
、
和
詩
を
買
収
し
て
嶋
青
の
嗣
子
と
な
る
こ
と
を
辞
退
さ

せ
た
う
え
、
自
分
が
割
っ
て
入
ろ
う
と
企
ん
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
察
五
三
は

三
度
態
度
を
翻
し
、
和
霰
、
和
島
、
和
需
の
三
名
を
並
継
さ
せ
る
案
を
持
ち

出
し
た
。
こ
う
し
て
も
は
や
収
拾
不
可
能
と
な
っ
た
争
い
を
族
長
察
開
綴
及

び
張
寿
勲
等
が
衙
門
に
訴
え
出
た
の
で
、
最
終
的
に
寧
波
地
方
審
判
庁
が
管

轄
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
案
件
に
対
し
て
寧
波
地
方
審
判
庁

は
、
ま
ず
「
判
決
理
由
」
と
し
て

　
　
立
継
は
も
と
よ
り
遠
漕
の
為
に
考
え
る
も
の
で
、
選
択
の
基
準
を
定
め

　
　
る
に
は
死
考
の
意
志
を
前
提
と
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
理
論
に
基

　
　
づ
い
て
死
者
の
意
志
を
推
測
す
れ
ば
、
必
ず
よ
く
財
産
を
守
る
こ
と
の

　
　
出
来
る
も
の
を
選
び
た
い
と
欲
し
、
財
産
を
最
愛
の
者
に
与
え
た
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
欲
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
断
言
出
来
る
。

と
前
置
き
し
た
後
、
嶋
青
の
継
承
資
格
を
も
つ
同
瑞
、
和
霰
、
和
蘭
、
和
霧

の
四
人
の
中
か
ら
、

　
　
察
蠣
青
は
子
が
無
い
が
、
堂
僅
和
瑞
を
嗣
子
と
し
、
胞
佳
和
霧
の
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
（
即
ち
同
瑠
一
筆
者
注
）
を
兼
桃
孫
と
す
る

と
し
、
死
者
の
意
志
を
最
大
限
に
保
護
す
る
判
決
を
下
し
て
事
件
は
決
着
を

見
た
の
で
あ
っ
た
。

　
な
お
こ
こ
で
審
判
庁
は
嗣
子
と
な
る
に
は
ま
ず
昭
穆
相
当
で
あ
る
こ
と
を

前
提
条
件
と
し
、
そ
の
範
囲
内
で
被
承
継
人
が
希
望
す
る
者
を
選
ぶ
、
即
ち

「
択
愛
憐
賢
」
を
支
持
す
る
判
決
を
下
し
て
い
る
。

　
し
か
し
昭
島
相
当
並
び
に
「
択
愛
犬
賢
」
の
制
は
い
ず
れ
も
過
房
子
を
選

択
す
る
場
合
に
最
も
普
遍
的
に
用
い
ら
れ
る
判
断
基
準
で
あ
り
、
恐
ら
く
は

審
判
庁
に
案
件
が
持
ち
出
さ
れ
る
前
の
族
内
の
調
停
に
お
い
て
も
一
方
向
陣

営
（
右
の
案
件
で
言
え
ば
浦
費
氏
並
び
に
蠣
青
一
派
）
か
ら
当
然
の
要
求
と

し
て
唱
え
ら
れ
た
見
解
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
族
長
は
こ
れ

に
反
対
す
る
考
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
案
件
は
官
憲
に
持
ち
繊
さ
れ

た
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
族
長
の
調
停
と
官
憲
の
判
決
と
は
判
断
基
準
を

同
じ
く
し
な
が
ら
、
族
長
に
は
紛
争
を
解
決
す
る
だ
け
の
権
威
が
備
わ
っ
て

い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
事
情
が
背
後
に
存
し
た
た
め

に
、
過
房
子
択
取
に
関
し
て
争
い
が
起
こ
れ
ば
、
案
件
は
勢
い
公
の
裁
き
の

場
に
持
ち
出
さ
れ
、
官
憲
に
委
ね
て
解
決
の
途
を
模
索
す
る
こ
と
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
始
め
に
触
れ
た
よ
う
に
、
霜
述
審
判
庁
の
史
料
は
、
家
父
の
死
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後
、
そ
れ
ま
で
立
嗣
権
を
握
っ
て
い
た
家
父
に
代
わ
り
、
誰
の
力
に
よ
っ
て

立
嗣
が
行
わ
れ
た
か
と
い
う
、
滋
賀
、
失
馬
両
氏
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
見
解

が
示
さ
れ
、
議
論
の
的
と
な
っ
て
い
る
問
題
を
考
え
る
材
料
と
な
る
。
こ
の

問
題
に
対
し
て
滋
賀
秀
三
馬
は
、
家
父
亡
き
後
舅
姑
と
寡
婦
と
が
あ
る
場
合
、

立
嗣
権
は
寡
婦
の
手
に
委
ね
ら
れ
、
舅
姑
は
同
意
権
を
有
す
る
と
解
釈
さ
れ

た
。
ま
た
夫
馬
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も

こ
の
寡
婦
の
立
嗣
権
は
「
舅
姑
の
立
嗣
権
に
あ
い
対
す
る
と
き
、
そ
れ
は
隠

れ
て
し
ま
っ
て
蓑
に
出
な
い
」
存
在
で
あ
っ
た
。
た
だ
二
代
に
は
「
夫
亡
妻

在
者
、
従
其
妻
」
の
原
理
に
よ
っ
て
寡
婦
の
立
嗣
権
が
保
護
さ
れ
て
い
た
も

の
が
、
明
末
輩
初
に
な
る
と
こ
の
寡
婦
の
立
嗣
権
を
保
証
す
る
原
則
が
「
立

愛
」
と
い
う
原
則
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
た
め

に
明
清
時
代
の
寡
婦
の
立
嗣
権
は
宋
代
に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
限
定
さ
れ
た

形
で
よ
う
や
く
保
護
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ

ろ
が
「
立
愛
」
に
は
ま
た
同
時
に
昭
穆
相
当
の
者
を
立
て
る
「
応
継
」
の
原

則
が
併
存
し
て
い
た
。
従
っ
て
嗣
子
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
「
立
案
」
と

「
男
並
」
の
そ
れ
ぞ
れ
を
盾
に
と
っ
て
自
分
の
推
す
者
を
嗣
子
に
立
て
よ
う

と
す
る
争
い
が
頻
繁
に
生
じ
る
と
と
も
に
、
寡
婦
の
婦
み
の
者
を
立
て
る
機

会
は
益
々
狭
め
ら
れ
、
結
局
寡
婦
の
立
嗣
権
は
大
き
く
後
退
す
る
こ
と
に
な

　
　
　
　
　
⑮

つ
た
と
さ
れ
る
。

　
し
か
し
本
稿
に
挙
げ
た
寧
波
審
判
庁
の
一
件
を
み
る
と
、
資
料
の
「
判
決

理
由
」
の
部
分
に
も
立
継
は
死
者
の
為
に
考
え
る
も
の
で
選
択
の
基
準
は
死

者
の
意
志
を
前
提
と
す
べ
き
と
あ
る
と
お
り
、
審
判
庁
は
決
し
て
家
父
以
外

の
誰
か
の
立
嗣
権
を
保
護
し
て
判
決
を
下
し
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
審
判
庁

が
判
決
の
よ
り
所
と
し
た
の
は
、
亡
き
家
父
の
意
志
す
な
わ
ち
夫
馬
陸
の
い

わ
れ
る
「
立
愛
」
の
原
則
に
外
な
ら
な
い
。
翁
飴
氏
の
論
に
よ
れ
ば
、
明
代

に
は
「
立
愛
」
と
「
応
身
」
が
併
存
し
、
ど
ち
ら
か
を
完
全
に
切
り
捨
て
る

こ
と
は
至
難
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
、
国
家
は
こ
う
し
た
二
つ
の
力
の
対
立

を
打
破
す
る
為
に
、
乾
隆
三
八
年
の
「
立
愛
」
の
支
持
を
再
確
認
す
る
条
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

を
発
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
に
あ
げ
た
史
料
か
ら
は
、
少
な

く
と
も
清
末
の
相
続
案
に
関
し
て
、
国
家
は
「
立
憲
」
に
優
先
順
位
を
付
け

る
判
決
を
下
し
て
お
り
、
清
聴
中
期
以
前
と
は
異
な
る
状
況
が
現
れ
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
夫
馬
氏
の
指
摘
さ
れ
る
乾
隆
三
八
年
「
立
愛
」
優
先

の
条
文
が
発
せ
ら
れ
た
延
長
上
、
直
接
的
に
現
れ
た
効
果
と
見
て
よ
い
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
多
く
の
史
料
を
集
め
考
察
を
深
め
る
必
要
が
あ

る
。
ま
た
以
上
の
よ
う
に
清
代
の
中
期
以
前
と
清
末
と
の
間
に
、
寡
婦
の
立

嗣
権
に
関
し
て
変
化
が
生
じ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
前
章
で
述
べ

た
家
産
均
分
の
原
則
と
家
父
に
よ
る
相
続
問
題
の
決
定
権
の
保
持
と
い
う
伝

統
的
粋
組
み
が
一
貫
し
て
清
末
に
も
有
効
に
作
用
し
て
い
た
と
い
う
見
解
と

相
反
す
る
方
向
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
ま
た
相
続
事
案
に
か
か
わ
る

伝
統
的
規
範
の
い
か
な
る
部
分
が
近
代
ま
で
継
承
さ
れ
或
い
は
変
質
を
遂
げ
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た
の
か
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
必
要
を
生
じ
る
こ
と
に
も
な
る
が
、
こ
こ

で
は
夫
馬
氏
の
言
わ
れ
る
明
代
中
期
に
か
け
て
現
れ
た
「
立
愛
」
と
「
応
継
」

の
拮
抗
と
い
う
状
態
に
変
化
が
現
れ
、
清
宋
に
至
っ
て
は
こ
の
拮
抗
状
態
が

解
消
し
て
い
た
可
能
性
を
示
す
例
の
あ
る
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。

　
①
　
過
継
及
び
過
継
子
に
つ
い
て
は
、
同
族
内
の
あ
る
房
か
ら
他
房
へ
養
子
に
出
る

　
　
場
合
だ
け
で
な
く
、
同
族
外
の
子
を
養
子
と
し
た
場
合
に
も
用
い
ら
れ
る
。
仁
井

　
　
田
前
掲
書
『
中
国
身
分
法
史
』
七
七
五
頁
参
照
。

　
②
　
『
大
清
律
例
』
戸
律
芦
役
「
立
嫡
子
達
法
」
。

　
③
『
家
族
法
』
第
二
章
「
実
子
な
き
者
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
第
一
節
「
擬
制
に
よ
る

　
　
承
継
続
人
」

　
④
　
同
上
『
家
族
法
』
三
三
七
頁
。

　
⑤
　
夫
馬
進
「
中
国
明
清
時
代
に
お
け
る
寡
婦
の
地
位
と
強
制
再
婚
の
風
習
」
　
（
前

　
　
川
和
也
編
著
『
家
族
・
世
帯
・
家
門
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
募
　
一
九
九
三
年
）
。

　
⑥
『
私
法
』
ご
〇
三
頁
。

　
⑦
　
同
右
一
九
九
頁
。

　
⑧
　
同
等
一
九
七
頁
。

　
⑨
　
『
私
法
』
第
ご
巻
下
第
四
章
第
一
二
項
に
収
め
ら
れ
た
一
連
の
史
料
に
よ
っ
て
、

　
　
過
房
子
書
の
署
名
形
式
を
み
て
み
る
と
、
父
親
が
立
三
人
、
母
親
が
知
見
人
と
な

　
　
っ
て
い
る
例
と
し
て
、
史
料
一
ニ
ー
一
二
∵
五
・
六
・
一
一
・
一
二
・
＝
二
・

　
　
一
七
・
一
八
の
計
九
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
両
親
が
不
在
の
た
め
兄
弟
の
み
で

　
　
署
名
し
た
例
と
し
て
、
同
史
料
一
宇
ー
一
六
・
一
九
の
二
種
が
見
ら
れ
る
。
し
か

　
　
し
、
実
父
母
の
存
命
中
に
こ
れ
を
差
し
置
い
て
、
他
の
族
人
が
立
字
人
と
な
り
過

　
　
房
子
契
約
を
結
ん
だ
例
は
存
在
し
な
い
。

　
⑩
『
家
族
法
』
三
二
六
頁
。

　
⑪
　
『
各
省
審
判
庁
判
綾
臨
族
制
門
「
立
継
嫌
隙
」
（
中
華
譲
国
元
年
践
月
　
上
海
広

　
益
書
局
発
行
法
学
研
究
三
編
　
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
　
大
木
文
庫
蔵
　
第

　
六
葉
）
。

⑫
「
争
継
」
（
同
右
第
四
葉
）
。

⑬
　
同
右
。

⑭
　
同
右
。

⑮
前
掲
夫
馬
論
文
二
六
四
頁
。
ま
た
こ
こ
に
い
う
「
夫
亡
妻
在
、
従
其
妻
」
そ
し

　
て
夫
馬
氏
の
論
稿
で
も
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
立
愛
」
　
「
応
継
」
そ
し
て
「
昭
穆

　
相
当
」
を
根
拠
に
審
判
庁
の
判
決
が
下
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
国
葛
コ
α
q
等
が

　
言
う
よ
う
に
律
例
に
蓋
つ
い
て
官
の
裁
判
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で

　
あ
る
。
し
か
し
こ
の
聞
題
は
、
三
二
案
を
官
に
訴
え
で
た
民
の
側
の
事
情
を
考
え

　
る
と
い
う
本
稿
の
目
的
と
は
観
点
を
異
に
す
る
も
の
で
も
あ
り
、
以
後
別
稿
を
立

　
て
て
考
え
て
見
た
い
。

⑯
夫
馬
前
掲
論
文
二
六
～
頁
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
の
ご
と
く
清
末
中
国
の
相
続
問
題
に
対
す
る
家
父
及
び
族
長
の
役
割

に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
そ
の
結
果
財
産
相
続
と
跡
取
り
養
子
択
取
の
い
ず

れ
に
お
い
て
も
家
父
以
外
に
発
言
権
を
も
つ
者
は
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。
そ

れ
故
一
旦
族
内
で
相
続
を
め
ぐ
る
紺
立
が
生
じ
る
と
、
族
長
と
い
え
ど
も
こ

れ
を
調
停
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
前
言
で
記
し
た
出
葛
旨
σ
q

氏
等
の
這
わ
れ
る
、
膨
大
な
数
量
の
民
事
案
件
が
州
県
衙
門
へ
持
ち
込
ま
れ

て
知
州
県
に
解
決
を
託
し
た
と
い
う
現
象
の
背
景
に
は
、
絹
続
案
件
に
関
し

て
雷
え
ば
、
ホ
論
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
知
州
県
の
裁
判
の
公
正
さ
を
問
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題
と
す
る
以
前
に
、
そ
も
そ
も
族
長
の
相
続
争
い
の
解
決
者
と
し
て
適
性
の

欠
如
と
い
う
事
態
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
相
続

闘
題
が
紛
糾
し
た
時
、
案
件
は
容
易
に
州
県
衙
門
に
持
ち
韻
さ
れ
、
官
の
裁

判
若
し
く
は
調
停
に
頼
っ
て
解
決
す
る
方
法
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
民
間
か
ら
相
続
案
の
解
決
を
委
ね
ら
れ
た
州
県
の

法
廷
は
「
立
愛
」
の
原
則
に
墓
つ
い
て
、
判
決
を
下
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ

の
際
に
は
同
族
か
否
か
を
常
に
意
識
し
、
昭
穆
相
当
者
を
相
続
人
と
す
る
こ

と
を
原
理
と
し
た
。
血
統
の
秩
序
を
保
つ
こ
と
を
目
指
し
た
宗
族
組
織
に
あ

っ
て
は
、
相
続
争
い
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
の
原
理
に
基
づ
い
て
族
内
で

紛
争
解
決
が
な
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
現

実
に
は
、
多
く
の
相
続
事
案
が
官
の
法
廷
に
持
ち
出
さ
れ
た
訳
で
あ
る
。

　
相
続
事
案
を
取
り
扱
う
に
当
た
っ
て
、
何
故
こ
う
し
た
事
態
が
生
じ
た
か

を
考
え
る
と
、
お
の
ず
か
ら
家
産
の
分
割
、
過
房
子
の
授
受
等
宗
族
組
織
の

あ
り
か
た
自
体
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
本
稿
は
相
続
問
題

に
対
す
る
家
父
並
び
に
族
長
の
立
場
に
つ
い
て
論
述
し
た
に
過
ぎ
な
い
が
、

し
か
し
そ
の
結
果
得
ら
れ
た
結
論
、
つ
ま
り
族
内
の
相
続
問
題
に
対
す
る
族

長
の
発
言
力
の
限
界
性
は
、
宗
族
の
組
織
化
に
も
関
係
す
る
も
の
と
考
え
る
。

宗
族
組
織
に
つ
い
て
は
、
南
宋
以
降
明
清
時
代
に
生
じ
た
宗
族
形
成
の
原
因

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
②

と
過
程
に
関
し
て
井
上
徹
、
上
田
信
の
両
氏
を
中
心
に
文
集
、
族
譜
、
地
方

豊
原
を
利
用
し
た
論
証
が
行
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
井
上
氏
は
賜
代
中
期

以
降
の
華
中
、
華
南
地
域
で
急
速
に
宗
族
組
織
の
再
形
成
と
い
う
現
象
が
生

じ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
族
人
が
結
集
し
て
墾
田
、
祠
堂
等

の
共
有
財
産
を
徐
々
に
増
殖
し
、
そ
の
経
済
力
を
背
景
に
科
挙
合
格
者
を
輩

出
し
て
官
界
進
出
を
果
す
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
宗
族
集
団
は
形
成
さ
れ
た
と

い
う
の
が
氏
の
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
方
上
田
氏
は
、
江
南
に
お
い

て
は
水
利
事
業
敢
行
の
便
宜
の
た
め
に
県
単
位
で
宗
族
組
織
が
整
え
ら
れ
て

い
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
つ
ま
り
宗
族
は
姓
を
同
じ
く
す
る
者
の
中
で

自
然
発
生
的
に
成
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
組
織
化
を
求
め
る
者
に
よ
っ
て

意
図
的
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
両
氏
の
説
か
れ
る
と

こ
ろ
は
一
致
を
み
る
。
し
か
し
均
分
相
続
の
慣
習
が
広
く
普
及
す
る
中
国
に

お
い
て
は
、
よ
う
や
く
組
織
化
を
果
し
た
宗
族
と
い
え
ど
も
、
そ
の
根
底
に

は
常
に
解
体
分
割
の
可
能
性
を
残
し
て
い
た
。
事
実
井
上
、
上
田
両
氏
と
も

に
、
宗
族
の
組
織
化
は
、
宗
族
形
成
の
風
潮
が
強
か
っ
た
と
さ
れ
る
地
域
に

お
い
て
も
決
し
て
普
遍
的
現
象
で
は
な
く
、
む
し
ろ
特
異
な
例
で
あ
っ
た
こ

と
、
一
旦
形
成
さ
れ
た
宗
族
も
往
々
に
し
て
解
体
の
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い

た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
井
上
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
決
し
て
容

易
で
は
な
か
っ
だ
宗
族
組
織
の
形
成
は
、
遷
代
以
来
明
代
中
期
に
至
る
ま
で

　
隠
し
て
、
義
田
義
倉
の
設
置
、
祠
堂
の
建
立
、
族
譜
の
編
纂
を
通
じ
て
達

成
さ
れ
よ
う
と
し
た
と
い
う
。
氏
の
論
稿
に
於
い
て
は
、
明
代
中
期
以
降
の

蘇
州
府
城
内
外
に
お
い
て
経
済
的
負
担
の
比
較
的
軽
い
族
譜
編
纂
、
繭
堂
建
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清末における相続問題について（西川）

設
が
宗
族
組
織
化
の
現
実
的
方
策
と
見
な
さ
れ
、
同
族
集
団
は
こ
れ
ら
の
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

法
に
よ
っ
て
親
族
の
組
織
化
を
試
み
た
と
説
か
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
宗
族
の
組
織
化
の
具
体
策
と
し
て
最
初
に
浮
上
す
る
族
譜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
編
纂
に
つ
い
て
、
井
上
氏
も
取
り
上
げ
て
お
ら
れ
る
「
伊
氏
重
修
族
譜
序
」

を
見
る
と
、
南
宋
以
来
蘇
州
に
移
住
し
て
来
た
旧
慣
は
子
文
黒
革
の
代
に
至

っ
て
は
じ
め
て
彼
の
三
世
前
ま
で
遡
る
「
族
譜
」
を
編
纂
し
た
と
い
う
。
そ

の
後
瀬
内
に
は
科
挙
に
及
第
し
富
僚
と
し
て
成
功
す
る
者
も
出
た
が
、
必
ず

し
も
順
調
に
蘇
州
に
聚
陣
す
る
こ
と
は
か
な
わ
ず
、
成
化
年
間
に
進
士
に
及

第
し
た
乗
（
字
徳
載
）
の
代
に
な
る
と
、
伊
氏
一
族
は
「
族
人
益
ま
す
繁
な

る
も
、
散
処
し
て
益
ま
す
遠
し
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
乗
は
電

文
か
ら
下
っ
て
彼
の
世
代
に
い
た
る
親
族
関
係
を
開
ら
か
に
す
る
為
に
第
二

回
の
族
譜
編
纂
を
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
族
譜
の
編
纂
が
一
族

集
結
の
方
策
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
特
定
の
有
力
者
が
出
現
し
一
族
が
盛

期
を
迎
え
た
時
、
遡
っ
て
た
ど
り
得
る
限
り
古
い
世
代
で
尚
且
つ
始
愚
論
と

し
て
注
目
す
べ
き
人
物
か
ら
自
分
に
至
る
親
族
の
系
譜
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
祠
堂
の

設
立
運
営
に
つ
い
て
も
、
祖
先
祭
認
の
規
約
を
み
る
と
「
我
が
宗
で
は
先
に

前
人
が
創
始
し
た
摘
田
に
頼
っ
て
祭
祀
を
行
い
、
供
用
の
肉
を
分
配
す
る
も

の
と
し
て
き
た
。
遠
方
か
ら
旧
観
に
参
加
す
る
者
に
は
い
ず
れ
も
食
事
を
梶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

供
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
盛
ん
に
行
わ
れ
た
」
の
で
あ
る
が
年
と
と
も
に
弊

害
が
生
じ
、
つ
い
に
は
「
宗
祠
の
平
賀
が
い
か
ほ
ど
か
を
顧
み
ず
、
後
世
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

こ
さ
れ
た
摘
田
は
早
戸
た
る
も
の
」
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
記
述
か

ら
祠
堂
も
ま
た
あ
る
特
定
の
先
人
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
も
の
の
、
後
代
必

ず
し
も
宗
族
結
合
の
手
段
と
し
て
有
効
に
機
能
し
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
は
宗
族
組
織
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
詳
述
す
る
に
至
ら
ず
、
同
姓
集

闘
内
の
各
家
族
の
中
に
生
じ
た
相
続
案
の
分
析
を
通
じ
て
、
族
長
が
族
内
の

相
続
案
に
対
し
て
限
ら
れ
た
発
言
権
し
か
持
た
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
述

べ
た
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
う
し
た
事
実
は
族
長
を
頂
点
に
複
数
家
族
の

集
合
体
と
し
て
形
成
さ
れ
る
宗
族
組
織
の
安
定
性
に
影
響
を
与
え
て
い
た
と

い
う
こ
と
を
予
測
さ
せ
、
宗
族
組
織
事
業
が
右
府
の
ご
と
き
状
態
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
予
測
を
裏
付
け
る
も
の
と
考
え
る
。
相
続
案
の
生
じ

る
場
と
し
て
の
宗
族
、
家
族
の
形
態
の
考
察
と
い
う
こ
と
も
、
併
せ
て
今
後

の
課
題
と
し
、
さ
ら
に
考
察
を
続
け
た
い
。

　
①
　
井
上
徹
a
「
宋
代
以
降
に
お
け
る
宗
族
の
特
質
の
再
検
討
」
（
『
名
古
屋
大
学
東

　
　
洋
史
研
究
報
告
』
一
二
　
一
九
八
七
年
）
、
　
b
「
宗
族
の
形
成
と
そ
の
構
造
－
明

　
　
清
時
代
の
珠
江
デ
ル
タ
を
対
象
と
し
て
」
（
『
史
林
』
第
七
二
巻
第
五
号
　
一
九
八

　
　
九
年
）
、
　
c
「
元
朱
明
初
に
お
け
る
宗
族
形
成
の
風
潮
」
　
（
弘
前
大
学
人
文
学
都

　
　
『
日
経
論
叢
』
二
七
－
三
　
人
文
科
学
編
一
二
　
一
九
九
二
年
）
、
　
d
「
宗
族
形

　
　
成
の
再
開
；
明
代
中
期
以
降
の
蘇
州
地
方
を
対
象
と
し
て
」
（
『
名
古
屋
大
学
東
洋

　
　
史
研
究
報
管
』
一
八
　
一
九
九
四
年
）
。

　
②
　
上
田
信
「
地
域
と
宗
族
」
（
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
珊
蒼
九
四
　
一
九
八
四
年
）
、

141 （141）



「
明
清
期
・
漸
東
に
お
け
る
州
県
行
政
と
地
域
エ
リ
ー
ト
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
四

六
1
三
　
一
九
八
七
年
）
、
「
中
国
の
地
域
社
会
と
宗
族
－
一
四
世
紀
…
一
九
世

紀
の
中
国
東
南
部
の
事
例
－
」
　
（
シ
リ
ー
ズ
世
界
史
へ
の
問
い
四
『
社
会
的
結

合
』
岩
波
書
店
　
一
九
八
九
年
）
。

③
前
掲
注
①
論
文
d
参
照
。

④
呉
寛
『
鉋
翁
家
蔵
集
』
巻
四
二
（
四
部
園
田
八
三
）
。

⑤
⑥
　
続
修
山
陰
張
川
胡
氏
宗
譜
「
大
宗
綱
祭
一
山
例
（
康
熈
五
十
箇
年
）
」
（
多
賀

　
秋
五
郎
編
『
宗
譜
の
研
究
　
資
料
篇
』
昭
和
三
五
年
　
東
洋
文
庫
　
七
九
三
頁
）
。

（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
諜
程
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