
張
載
・
程
噸
の
宗
法
論
に
つ
い
て

佐
々
木

愛

張載・程願の宗法論について（佐々木）

【
要
約
】
　
宋
学
で
は
経
書
に
記
さ
れ
た
古
の
親
族
制
度
で
あ
る
宗
法
を
再
び
実
践
す
べ
き
だ
と
の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
宗
法
は

親
族
結
合
の
為
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
理
解
に
基
づ
き
、
宋
儒
の
主
張
は
親
族
結
合
を
め
ざ
し
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
本
稿
で
は
宗
法
の

古
義
お
よ
び
毛
母
と
程
願
の
宗
法
論
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
下
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
一
点
。
宗
法
の
古
義
は
結
合
で
は
な
く
タ
テ
の

秩
序
に
重
点
が
あ
り
、
張
載
・
程
願
の
所
論
も
こ
の
古
義
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
第
二
点
。
宗
法
の
根
幹
原
理
で
あ
る
嫡
長
子
一
子
継
承
は
現

実
の
親
族
観
念
と
は
乖
離
し
て
い
る
た
め
実
現
に
は
困
難
な
う
え
、
か
つ
親
族
の
広
い
結
合
に
は
適
し
て
は
い
な
い
こ
と
。
第
三
点
。
宗
法
が
以
上
の
性

格
を
も
つ
も
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
張
載
・
程
願
が
宗
法
を
主
張
し
た
動
機
は
、
従
来
の
研
究
の
よ
う
に
社
会
的
地
位
の
流
動
化
す
る
時
代
へ
の
適
応
の

た
め
の
親
族
結
合
の
希
求
と
い
っ
た
社
会
的
文
脈
の
中
よ
り
は
、
所
与
の
理
想
た
る
古
へ
の
復
帰
と
い
う
思
想
的
文
脈
の
中
に
お
く
ほ
う
が
よ
り
ょ
く
理

解
さ
れ
る
こ
と
。
さ
ら
に
行
論
中
に
お
い
て
、
従
来
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
張
載
と
程
順
の
宗
法
論
が
そ
れ
ぞ
れ
か
な
り
異
な
る
特
徴
を
も
つ

も
の
で
あ
る
こ
と
も
あ
わ
せ
て
明
ら
か
に
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
三
巻
五
号
　
二
〇
〇
〇
年
九
月

は
　
じ
　
め
　
に

儒
教
の
経
典
で
あ
る
経
書
に
は
、
宗
法
と
い
う
親
族
制
度
の
記
載
が
あ
る
。
宗
法
は
儒
教
の
理
想
で
あ
る
古
の
綴
代
の
制
度
と
伝
え
ら
れ
る

も
の
で
、
夙
に
春
秋
時
代
に
は
漸
次
崩
壊
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
心
象
に
至
っ
て
、
所
謂
道
学
の
系
譜
に
属
す
る
人
々
、
張
載
、
程
願
、

朱
嘉
は
、
宗
法
を
現
実
に
実
践
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
何
故
こ
の
よ
う
な
主
張
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

従
来
の
研
究
で
は
、
宗
法
は
親
族
結
合
の
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
そ
の
宗
法
復
活
の
主
張
は
親
族
結
合
の
必
要
性
の
主
張
を
示
す
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①

と
い
う
見
解
が
通
説
と
な
っ
て
き
た
。
こ
の
見
解
が
説
得
力
を
も
っ
て
き
た
の
は
、
宗
法
復
活
が
主
張
さ
れ
始
め
た
腫
上
が
、
親
族
の
相
互
扶

助
を
目
的
と
し
た
畑
田
・
義
荘
が
設
置
さ
れ
始
め
る
な
ど
、
明
清
時
代
に
発
達
し
た
所
謂
宗
族
結
合
の
端
緒
が
生
じ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
に
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
近
年
に
い
た
っ
て
、
宋
儒
の
宗
法
復
活
の
主
張
は
、
宋
代
、
科
挙
官
僚
制
の
確
立
に
よ
り
社
会
階
層
の
流
動
す
る

時
代
を
む
か
え
て
、
士
大
夫
が
親
族
を
広
く
結
合
し
そ
の
相
互
扶
助
に
よ
り
族
総
体
と
し
て
代
々
官
僚
を
送
り
込
み
、
官
僚
の
家
系
を
確
立
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

よ
う
と
し
た
も
の
、
と
み
な
す
見
解
が
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
宗
法
を
親
族
の
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
す
る
理
解
か
ら
出
発
し
、
張
・
程

ら
の
宗
法
の
主
張
に
、
よ
り
宋
代
と
し
て
の
時
代
性
を
み
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
宗
法
を
親
族
結
合
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
み
な
す
通
説
は
、
張
載
や
程
願
ら
の
主
張
を
親
族
史
・
社
会
史
の
枠
組
み
に
組
み
込

め
る
と
い
う
点
で
優
れ
て
い
よ
う
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
こ
の
理
解
に
は
、
張
程
ら
が
こ
の
よ
う
な
主
張
を
す
る
に
至
っ
た
思
想
史
的
文
脈
へ

の
着
目
が
抜
け
落
ち
て
い
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
先
学
諸
氏
は
社
会
学
や
社
会
史
と
い
う
立
場
か
ら
宗
法
を
研
究
さ

れ
た
の
で
あ
り
、
思
想
的
文
脈
へ
の
着
目
な
ど
無
い
物
ね
だ
り
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
も
ち
ろ
ん
社
会
的
文
脈
と
の
関
連

に
お
い
て
テ
ク
ス
ト
を
解
釈
す
る
こ
と
自
体
を
否
定
し
た
い
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
彼
ら
は
一
介
の
士
大
夫
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
聖
代
薪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

儒
学
の
形
成
を
担
っ
た
人
々
な
の
で
あ
り
、
社
会
学
・
社
会
史
的
観
点
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
思
想
史
的
観
点
か
ら
の
考
察
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
思
想
の
背
後
に
あ
る
社
会
的
文
脈
と
は
、
第
一
義
的
に
は
、
出
来
得
る
限
り
に
お
い
て
書
き
手
自
身
の
文
脈
に
沿
っ
て
テ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ス
ト
を
読
み
取
る
と
い
う
地
点
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
以
上
の
観
点
か
ら
、
最
近
筆
者
は
、
朱
筆
…
の
宗
法
に
つ
い
て
の
発
言
や
、
『
朱
子
家
礼
』
の
規
定
を
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、

朱
喜
…
の
い
う
宗
法
復
活
の
醒
的
は
、
祭
祀
の
嫡
長
子
継
承
の
系
譜
を
確
立
す
る
と
い
う
道
徳
的
な
も
の
で
あ
り
、
親
族
結
合
に
は
関
心
が
払
わ

れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
従
来
の
研
究
で
は
『
朱
子
家
礼
』
が
小
宗
法
を
基
盤
と
し
て
い
る
こ
と
を
、
高
祖
を
共
通
の
祖
先
と
す
る
範

囲
の
族
人
の
結
集
の
た
め
と
解
し
て
き
た
が
、
実
は
『
朱
子
家
礼
』
の
中
で
の
小
宗
法
の
機
能
は
、
主
と
し
て
兄
弟
間
の
連
帯
に
と
ど
ま
り
、

そ
れ
よ
り
広
い
範
囲
の
族
人
の
統
合
を
実
現
す
る
の
は
難
し
い
う
え
、
宗
法
の
嫡
長
子
継
承
原
則
を
厳
守
す
る
こ
と
は
か
え
っ
て
家
族
親
族
を
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張載・程願の宗法論について（佐々木）

分
離
す
る
機
能
を
果
た
す
こ
と
さ
え
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
親
族
結
合
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
宗
法
と
い
う
先
学
の
解
釈
の
根
拠
と
し
て
は
、
朱
喜
…
よ
り
張
載
や
程
願
の
宗
法
論
の
方
が

多
く
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
拙
論
で
は
紙
幅
の
関
係
上
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
雷
及
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
よ
っ

て
本
稿
で
は
、
張
載
と
程
願
の
宗
法
実
践
の
主
張
を
分
析
し
、
前
帯
の
不
備
を
補
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

①
清
水
盛
光
氏
噸
支
那
家
族
の
構
造
』
岩
波
書
店
、
…
九
四
二
年
、
牧
野
巽
氏

　
「
司
馬
懇
書
儀
の
大
家
族
主
義
と
文
公
家
礼
の
宗
法
主
義
」
噸
近
世
中
国
宗
族
宗

　
族
研
究
』
日
光
書
院
、
一
九
四
九
年
、
及
び
魍
牧
野
巽
著
作
集
第
三
巻
㎞
お
茶
の

　
水
書
房
、
　
九
八
○
年
、
所
収
、
℃
鎖
鼠
。
す
図
げ
お
覧
．
↓
冨
国
p
「
ぐ
ω
欝
σ
q
㊦
冒

　
野
の
∪
①
く
Φ
｝
o
弓
ヨ
①
纂
。
｛
U
①
o
の
口
仲
O
δ
巷
○
お
き
臨
鑓
ユ
g
5
り
『
齪
嵩
晒
骨
Q
§
－

　
馬
鎧
職
§
§
ト
ミ
馬
書
鼠
ミ
9
艦
§
一
〇
〇
〇
峯
一
逡
ρ
巴
’
℃
餌
鼠
。
貯
目
鐸
醸
帥
巳

　
智
ヨ
Φ
も
。
r
≦
舞
8
戸
q
巳
く
㊤
ω
一
曙
。
｛
O
践
｛
o
葺
貯
牢
霧
ω
．
一
㊤
○
。
①
’
℃
象
ユ
。
賦

　
忍
び
希
ざ
O
o
暮
ミ
§
眺
§
§
駄
津
野
点
ミ
馬
§
穿
§
辱
愚
ミ
織
N
9
斗
鼻
臥
い
。
§
N

　
ミ
絵
。
壁
駄
爵
翫
轟
暮
。
ミ
竈
誤
》
祝
園
ぎ
8
ε
昌
q
．
℃
叢
り
露

②
井
上
黒
氏
の
研
究
で
こ
の
見
解
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
た
も
の
は
数
多
い
が
、
こ

　
こ
で
は
こ
の
見
解
に
つ
い
て
最
も
子
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
罪
代
以
降
に
お
け

　
る
宗
族
の
特
質
の
再
検
討
－
…
仁
井
田
陞
の
同
族
州
共
同
体
㎞
を
め
ぐ
っ
て

　
1
扁
『
名
古
崖
大
学
東
洋
史
研
究
職
出
£
十
二
、
一
九
八
七
年
置
お
よ
び
井
上

　
氏
の
新
刊
『
中
国
の
宗
族
と
国
家
の
礼
制
㎞
研
文
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、
（
第
一

　
部
第
一
章
「
宗
族
の
歴
史
的
考
察
に
関
す
る
再
考
察
」
）
を
あ
げ
て
お
く
。

【
　
経
書
に
み
え
る
宗
法

③
従
来
中
国
近
世
思
想
史
研
究
で
、
礼
に
着
目
し
た
研
究
は
き
わ
め
て
少
な
か
っ

　
た
。
近
年
小
島
全
癒
が
精
力
的
に
礼
の
研
究
を
す
す
め
て
お
ら
れ
る
が
、
氏
の
宗

　
法
論
の
解
釈
も
上
記
の
諸
研
究
の
見
解
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
小
島
毅
氏

　
噌
中
国
近
世
に
お
け
る
礼
の
言
説
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
、
同
氏

　
州
婚
礼
廟
見
考
i
毛
奇
齢
に
よ
る
『
家
礼
』
批
判
」
『
柳
田
節
子
先
生
古
希
記

　
念
・
中
国
の
伝
統
社
会
と
家
族
輪
汲
古
害
院
、
一
九
九
三
年
、
所
収
、
参
照
。

④
土
田
健
次
郎
氏
は
「
社
会
と
思
想
－
宋
元
思
想
研
究
覚
書
」
二
葉
元
時
代
史

　
の
基
本
間
趣
』
汲
古
書
院
、
　
九
九
六
年
に
お
い
て
、
「
社
会
や
経
済
あ
る
い
は

　
政
治
的
状
況
の
調
査
を
思
想
と
結
び
付
け
る
場
合
に
、
そ
の
思
想
の
理
解
が
従
来

　
か
ら
の
教
科
書
的
通
念
の
範
囲
を
出
て
い
な
い
扁
「
思
想
そ
の
も
の
の
分
析
の
不

　
備
」
を
指
摘
さ
れ
、
「
思
想
そ
の
も
の
の
理
解
の
脆
弱
に
の
っ
か
っ
た
思
想
と
社

　
会
と
の
関
係
論
の
危
う
さ
」
を
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

⑤
拙
稿
「
毛
愚
子
の
『
朱
子
家
礼
㎞
批
判
－
特
に
宗
法
を
中
心
と
し
て
一
」

　
『
上
智
史
学
腕
四
三
号
、
～
九
九
八
年
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

本
論
に
入
る
前
に
、
屋
上
屋
を
架
す
こ
と
に
は
な
る
が
宗
法
に
つ
い
て
簡
単
に
ま
と
め
、
そ
の
上
で
若
干
の
検
討
を
し
て
お
き
た
い
。
宗
法

は
『
礼
記
』
大
伝
及
び
喪
服
無
記
を
中
心
に
経
書
に
広
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
宗
法
と
は
諸
侯
の
庶
子
（
嫡
長
子
以
外
の
子
）

3 （729）



で
あ
る
別
子
を
共
通
の
祖
先
と
す
る
父
系
の
親
族
組
織
で
あ
り
、
大
宗
と
小
宗
の
重
層
的
な
構
造
を
な
し
て
い
る
。
大
宗
は
、
別
子
を
共
通
の

祖
先
と
す
る
す
べ
て
の
人
々
の
集
団
で
あ
る
。
族
人
は
別
子
の
嫡
長
子
直
系
の
者
の
下
に
代
々
結
集
し
、
そ
の
宗
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

宗
法
は
、
祭
祀
の
継
承
に
よ
っ
て
宗
が
構
成
さ
れ
る
が
、
祖
先
の
祭
祀
を
継
承
す
る
資
格
を
も
つ
の
は
宗
子
と
呼
ば
れ
る
嫡
長
子
に
限
ら
れ
、

庶
子
は
父
祖
を
祭
祀
す
る
資
格
を
も
た
な
い
。
こ
の
嫡
長
子
に
よ
る
祭
祀
継
承
原
則
は
大
宗
も
小
角
も
同
じ
で
あ
る
。
小
鮎
は
、
大
宗
の
宗
子

の
系
譜
上
の
者
の
庶
子
を
祖
と
す
る
人
々
の
集
団
で
あ
る
。
小
宗
の
場
合
、
祖
先
と
す
る
人
物
か
ら
嫡
長
子
に
よ
る
祭
祀
の
継
承
が
四
代
続
い

た
系
譜
を
継
高
祖
小
宗
と
い
う
。
宗
子
か
ら
み
て
高
祖
か
ら
は
じ
ま
る
宗
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
三
代
の
嫡
長
子
継
承
の
系
譜
を
継
曾

祖
小
宗
、
二
代
を
継
祖
小
宗
、
一
代
を
継
禰
小
匙
と
呼
び
、
四
つ
の
小
康
が
存
在
す
る
。
皇
宗
で
は
、
高
祖
よ
り
上
の
世
代
の
者
を
共
通
の
祖

先
と
す
る
宗
は
形
成
さ
れ
な
い
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
宗
法
が
従
来
親
族
結
合
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
解
さ
れ
て
き
た
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
第
一
に
大
宗
の
存
在
で
あ
る
。

大
宗
は
始
祖
を
共
通
の
祖
先
と
す
る
毒
す
べ
て
が
、
始
祖
の
嫡
長
子
直
系
の
人
物
（
宗
子
）
の
下
に
結
集
す
る
形
が
存
す
る
。
第
二
に
は
小
宗

の
…
機
能
で
あ
る
。
『
礼
記
博
大
伝
の
中
の
孔
孟
達
の
疏
に
は
「
小
宗
は
四
、
一
は
継
禰
、
親
兄
弟
と
宗
と
な
る
。
二
は
認
識
、
同
堂
兄
弟
と
宗

と
な
る
。
三
は
継
曾
祖
、
再
従
兄
弟
と
宗
と
な
る
。
四
は
継
高
祖
、
三
従
兄
弟
と
宗
と
な
る
」
と
あ
り
、
継
高
祖
小
宗
の
場
合
は
三
従
兄
弟
と

い
う
、
親
族
結
合
の
範
囲
に
は
明
ら
か
に
限
界
は
あ
る
が
、
同
居
家
族
を
通
常
は
は
る
か
に
超
え
る
親
族
と
ひ
と
つ
の
親
族
単
位
を
形
成
し
て

い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
宗
法
に
親
族
結
合
の
機
能
が
あ
る
こ
と
は
確
か
に
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
宗
法
が
本
来
的
に
結
合
を
目
的
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
ま
た
伝
統
的
に
も
そ
う
解
釈
さ
れ
続
け
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
を
直
接
意
味
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
小
謡
の
親
族
結
合
の
性
格
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
小
躍
が
親
族
結
合
の
機
能
を
果
た
す
に
は
、
よ
り
潮
つ
た
祖
先
を
祭
り
得
る
、

す
な
わ
ち
最
も
広
い
範
囲
の
親
族
を
結
集
し
得
る
宗
子
即
ち
継
高
祖
小
宗
の
宗
子
が
、
最
も
強
い
権
威
と
正
統
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
適
当

で
あ
る
。
し
か
し
継
高
祖
小
窯
の
宗
子
が
死
去
し
て
そ
の
嫡
長
子
が
新
た
に
宗
子
と
な
れ
ば
、
継
曾
祖
小
輩
以
下
の
族
人
は
も
は
や
そ
の
新
た
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な
宗
子
と
祭
祀
を
と
も
に
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
小
宗
の
規
定
は
、
継
高
祖
小
学
を
継
い
だ
宗
子
が
も
は
や
五
服
の
範
囲
外
と
な
り
、
親
が

尽
き
た
と
い
う
こ
と
と
　
致
す
る
。
ま
た
高
祖
よ
り
前
の
世
代
の
祖
先
を
祭
ら
な
い
の
は
、
高
祖
以
上
の
祖
先
は
五
五
の
範
囲
外
と
な
る
こ
と

と
一
致
す
る
。
つ
ま
り
、
小
乱
は
、
近
親
者
と
の
関
係
が
一
番
強
く
、
遠
く
な
る
に
従
っ
て
薄
く
な
っ
て
い
く
と
い
う
、
個
人
を
悲
心
と
し
て

関
係
が
作
ら
れ
た
五
霞
の
原
理
と
～
致
し
て
い
る
。
こ
れ
で
は
小
平
は
本
来
的
に
集
団
と
し
て
の
親
族
結
合
を
志
向
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

え
ま
い
。
従
っ
て
小
宗
は
大
宗
と
と
も
に
運
用
さ
れ
な
い
限
り
親
族
結
合
の
機
能
は
果
た
し
に
く
い
。

　
次
に
伝
統
的
に
宗
法
が
結
合
の
た
め
の
も
の
と
し
て
解
さ
れ
て
い
た
の
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
宗
法
に
つ
い
て
最
も
ま
と
ま
っ
た
記
述
が
な

さ
れ
て
い
る
『
礼
記
』
大
伝
の
経
文
中
に
は
、
「
同
姓
宗
に
亘
り
て
族
属
を
合
す
」
や
「
収
族
」
と
い
っ
た
、
親
族
結
合
の
意
を
読
み
込
む
の

に
相
応
し
い
語
句
が
あ
る
。
し
か
し
鄭
玄
が
こ
れ
ら
の
語
句
に
お
い
て
強
調
し
て
い
る
の
は
、
親
族
結
合
で
は
な
い
。
「
族
属
を
合
す
」
の
鄭

注
は
「
合
と
は
こ
れ
を
宗
子
の
家
に
合
し
て
、
昭
穆
を
序
す
る
な
り
」
で
あ
り
、
「
合
」
の
字
だ
け
で
は
本
来
読
み
込
み
に
く
い
、
族
内
の
入

倫
秩
序
に
し
た
が
い
尊
卑
の
序
列
づ
け
を
す
る
と
い
う
意
が
あ
え
て
添
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
収
族
」
の
鄭
注
は
「
収
族
と
は
冷
罵
を
以
て

序
す
る
な
り
」
と
親
族
中
の
尊
卑
の
序
列
化
に
つ
い
て
言
及
す
る
だ
け
で
結
合
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
「
収
」
の
字
の
原
義
が
罪
人
を
捕

　
　
　
　
　
　
　
　
③

ら
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
収
に
は
、
単
な
る
集
結
、
結
合
で
は
な
く
、
あ
る
秩
序
化
の
下
で
管
理
を
加
え
る
と
い
う
意
が
こ
め
ら
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
鄭
玄
の
意
に
従
え
ば
「
収
族
」
「
収
」
の
字
は
「
あ
つ
め
る
」
で
は
な
く
「
お
さ
め
る
」
と
よ
む
べ
き
で
あ
る
。

　
む
ろ
ん
あ
る
程
度
の
結
合
状
態
が
な
け
れ
ば
、
親
族
内
を
秩
序
づ
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
以
上
の

例
か
ら
は
鄭
玄
は
、
親
族
結
合
の
語
か
ら
相
起
さ
れ
る
直
な
水
平
的
な
入
間
関
係
よ
り
も
、
タ
テ
方
向
の
人
倫
秩
序
を
重
ん
じ
て
経
書
の
意
を

読
み
込
ん
で
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
鄭
玄
の
立
場
は
、
礼
典
の
注
釈
と
い
う
本
来
的
性
格
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
い
え
る
。

な
ぜ
な
ら
、
礼
と
い
う
も
の
が
、
戸
川
芳
郎
氏
の
言
を
か
り
れ
ば
「
家
父
長
制
的
な
尊
卑
秩
序
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
」
「
尊
卑
差
等
の
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

層
序
列
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
の
秩
序
を
は
か
る
規
定
で
あ
る
」
で
あ
る
以
上
、
尊
卑
上
下
の
秩
序
を
強
調
し
て
解
釈
し
て
当
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

で
あ
ろ
う
。
滋
賀
秀
三
氏
も
”
宗
”
の
義
を
解
し
て
「
宗
の
字
は
血
統
秩
序
を
指
称
す
る
観
念
的
な
語
感
が
強
い
」
と
、
あ
え
て
「
秩
序
」
に
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強
調
符
を
付
し
つ
つ
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
至
当
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
宗
法
に
は
あ
る
親
族
結
合
の
か
た
ち
は
確
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
よ
り
本
来
的
・
伝
統
的
に
は
、
宗
法
は
親
族
内

の
嫡
庶
尊
卑
の
人
倫
秩
序
を
あ
ら
わ
す
規
定
で
あ
り
、
親
族
結
合
に
よ
る
相
互
扶
助
等
と
い
っ
た
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
水
平
方
向
の
人
間
関
係

を
示
す
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
張
載
や
程
願
が
、
宗
法
の
ど
の
よ
う
な
性
格
に
着
目
し
、
現
実
の
宗
法

実
践
に
よ
っ
て
何
を
期
待
し
た
の
か
。
以
下
に
検
討
を
試
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
①
宗
法
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め
に
注
①
に
あ
げ
た
諸
研
究
の
ほ
か
、
服
部
宇
之
吉
　

④
戸
川
芳
郎
氏
「
解
題
」
『
和
刻
本
儀
礼
経
伝
通
解
第
三
輯
』
揮
毫
書
院
、
一

　
　
『
支
那
研
究
』
～
九
～
六
年
を
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
○
年
。

　
②
し
か
し
玉
代
の
宗
法
論
が
概
ね
小
宗
の
み
の
実
践
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
　
⑤
滋
賀
秀
三
夕
月
中
国
家
族
法
の
原
理
㎞
羅
文
社
、
一
九
六
七
年
、
一
九
頁
。
な

　
　
す
で
に
先
学
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
、
本
稿
の
中
国
の
家
族
構
造
の
理
解
は
本
著
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　
③
『
説
文
解
字
注
隔
第
三
篇
下
、
三
八
葉
表
。
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二
　
張
載
の
宗
法
論

　
H
　
「
織
承
偏
と
「
結
合
」

　
張
載
『
経
学
理
窟
』
宗
法
の
章
は
、
次
の
文
章
が
そ
の
巻
頭
を
飾
っ
て
い
る
。

　
　
　
天
下
の
人
心
を
管
撮
し
、
宗
族
を
お
さ
め
（
収
宗
族
）
、
風
俗
を
厚
く
し
、
人
に
本
を
忘
れ
さ
せ
な
い
た
め
に
、
是
非
と
も
は
っ
き
り
と
世
族
を
系
図

　
　
に
す
る
こ
と
と
宗
子
の
法
を
立
て
る
こ
と
と
を
す
べ
き
で
あ
る
。
宗
法
が
立
た
な
け
れ
ば
入
は
出
自
の
系
譜
が
分
か
ら
な
い
。
古
入
で
出
自
を
知
ら
な
い

　
　
者
は
少
な
か
っ
た
。
宗
子
の
法
は
廃
れ
た
が
、
後
の
世
で
は
譜
牒
を
尚
ん
で
お
り
、
古
の
遺
風
が
感
じ
ら
れ
る
。
譜
牒
が
こ
の
上
廃
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
人
家
は
出
自
が
分
か
ら
ず
、
百
年
続
く
家
は
無
く
、
親
族
の
系
譜
は
み
だ
れ
（
骨
肉
無
統
）
、
親
子
兄
弟
の
問
で
あ
っ
て
も
、
恩
が
薄
く
な
る
。

　
こ
こ
で
は
、
祖
先
か
ら
自
ら
に
至
る
血
統
の
系
譜
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
心
は
酒
養
さ
れ
る
、
そ
の
た
め
に
家
系
図
や
宗
法
が
機
能

す
る
、
と
述
べ
ら
れ
、
．
宗
法
は
族
譜
と
ほ
ぼ
同
じ
機
能
を
果
た
す
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一
般
的
に
族
譜
に
は
、
現
に
生
き
て
い
る
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親
族
の
間
に
　
体
感
を
も
た
せ
結
合
を
は
か
る
い
わ
ば
ヨ
コ
に
働
く
作
用
と
、
自
身
の
祖
先
を
意
識
し
、
祖
先
か
ら
自
ら
に
至
る
継
承
性
を
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

じ
さ
せ
る
い
わ
ば
タ
テ
の
作
用
と
の
二
つ
の
機
能
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
う
ち
、
墨
池
が
強
調
し
て
い
る
の
が
後
者
の
作
用
で
あ
る
こ
と
は
、

こ
の
文
章
を
一
読
す
れ
ば
自
明
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
前
者
の
作
用
へ
の
着
目
が
あ
る
か
否
か
で
あ
る
。
前
者
の
、
す
な
わ
ち
親
族
結
合
へ
の
意

を
感
じ
さ
せ
る
の
は
「
収
宗
族
」
と
の
表
現
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
の
「
収
」
の
字
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
礼
学
上
、
尊
卑
上
下
の
秩
序

の
意
が
込
め
ら
れ
た
語
で
あ
り
、
一
体
感
を
も
っ
た
結
合
を
い
う
の
で
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
骨
肉
無
統
」
も
、
「
統
」
に

は
す
べ
る
、
た
ば
ね
る
、
と
い
っ
た
一
つ
に
ま
と
め
る
と
い
っ
た
意
味
も
あ
る
が
、
本
来
「
統
」
は
糸
が
切
れ
ず
に
長
く
続
い
て
い
る
こ
と
を

　
　
　
③

示
す
語
で
、
特
に
「
宗
統
」
「
嗣
統
」
な
ど
親
族
関
係
の
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
の
原
義
が
よ
り
当
て
は
ま
る
。
こ
の
場
合
も

祖
先
か
ら
の
継
承
線
に
着
目
し
た
義
に
と
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
文
章
か
ら
読
み
取
れ
る
張
番
の
焦
点
は
、
現
在
に
生
き

る
親
族
を
広
く
結
合
す
る
と
い
っ
た
ヨ
コ
の
関
係
で
は
な
く
、
祖
先
か
ら
の
出
自
ラ
イ
ン
と
い
う
タ
テ
の
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
タ
テ
の
関
係
、
す
な
わ
ち
祖
先
か
ら
の
血
統
の
系
譜
を
認
識
し
自
覚
す
る
た
め
だ
け
で
あ
れ
ば
、
族
譜
の
作
成
で
十
分
対
応
で
き
よ
う
。
張

載
は
宗
法
に
族
譜
に
な
い
ど
の
よ
う
な
機
能
を
期
待
し
て
そ
の
復
活
を
提
議
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
現
実
の
家
の
継
承
の
困
難
さ
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

　
　
　
…
…
宗
法
が
立
た
な
け
れ
ば
、
死
ん
で
し
ま
え
ば
す
ぐ
に
族
は
散
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
家
は
伝
わ
っ
て
ゆ
か
な
い
。
…
…
今
に
わ
か
に
富
貴
を
得
る
者

　
　
は
、
た
だ
三
四
十
年
の
計
を
な
す
に
止
ま
り
、
家
屋
敷
を
造
っ
て
も
、
そ
の
す
べ
て
は
死
ん
で
し
ま
え
ば
次
男
以
下
す
べ
て
の
子
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
　
い
く
ば
く
も
し
な
い
う
ち
に
蕩
尽
し
て
し
ま
い
、
家
は
結
局
は
存
し
な
い
。
…
…

　
多
肉
は
家
産
分
割
に
お
け
る
男
子
均
分
原
則
が
家
産
を
細
分
化
さ
せ
、
家
の
保
持
継
承
を
さ
ま
た
げ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
男

子
均
分
の
弊
害
を
回
避
す
る
た
め
に
宗
法
は
い
か
に
機
能
し
え
る
の
か
。
そ
れ
に
は
次
の
言
が
参
考
と
な
る
。

　
　
　
今
日
の
大
臣
の
家
で
は
宗
子
の
法
を
の
り
と
す
べ
き
だ
。
た
と
え
一
人
に
数
人
の
子
が
あ
っ
て
も
、
適
長
子
を
大
宗
と
し
、
す
べ
て
の
家
計
に
拠
っ
て

　
　
厚
く
給
与
し
て
宗
子
を
養
う
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
。
宗
子
の
勢
い
が
重
く
な
り
、
も
し
そ
う
願
う
な
ら
、
宗
子
に
給
与
す
る
外
、
の
こ
り
す
べ
て
を
均
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等
に
族
人
に
給
与
す
る
。
宗
子
に
は
専
任
の
教
授
を
立
て
る
べ
き
で
宗
子
の
善
し
悪
し
の
責
任
は
教
授
に
あ
る
。
そ
の
他
の
族
人
に
つ
い
て
は
別
の
教
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
を
立
て
る
。
（
こ
の
後
に
は
官
位
の
優
遇
を
宗
子
に
ま
わ
す
こ
と
を
言
う
文
章
が
続
く
が
、
こ
の
件
に
つ
い
て
は
次
節
で
論
じ
る
た
め
略
）
：

　
す
な
わ
ち
善
良
の
説
く
宗
法
復
活
の
内
容
と
は
、
嫡
長
子
、
す
な
わ
ち
宗
子
に
、
経
済
上
、
教
育
上
、
官
位
上
の
優
遇
を
与
え
よ
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
現
実
に
は
明
ら
か
で
な
い
嫡
長
子
の
礼
的
優
位
性
を
社
会
的
基
盤
を
与
え
て
確
立
し
よ
う
と
す
る
も
の
、
と
い
え
よ
う
。
宗
法
の

根
幹
原
理
は
嫡
長
子
一
子
に
よ
る
祭
祀
の
継
承
で
あ
る
。
張
載
も
も
ち
ろ
ん
こ
の
原
則
を
踏
襲
し
、
宗
子
の
み
が
二
二
主
祭
し
、
そ
の
他
の
子

は
宗
子
の
行
う
祭
り
に
参
加
し
、
あ
る
い
は
物
を
提
供
し
て
助
力
す
る
だ
け
だ
と
し
、
「
後
世
も
し
宗
子
を
立
て
よ
う
と
す
る
な
ら
ま
さ
に
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
義
に
従
う
べ
き
だ
」
と
述
べ
て
、
嫡
長
子
の
主
祭
権
の
確
立
を
訴
え
て
い
る
。

　
こ
の
宗
法
の
精
神
た
る
嫡
長
子
の
優
位
が
、
主
祭
権
と
い
っ
た
礼
的
な
分
野
の
み
な
ら
ず
、
張
載
の
い
う
よ
う
に
経
済
的
な
分
野
に
も
及
ぼ

さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
男
子
均
分
に
よ
る
財
産
の
細
分
化
を
阻
み
得
る
も
の
と
な
る
。
上
掲
の
発
言
で
は
、
宗
子
へ
の
優
遇
が
同
～
生

計
を
い
と
な
む
家
族
内
で
の
こ
と
に
限
定
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
の
宗
子
優
位
の
精
神
が
後
の
家
産
分
翻
の
局
面
で
も
反
映
さ
れ
、
宗
子

へ
の
重
点
配
分
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
家
産
は
細
分
化
を
免
れ
、
家
産
の
規
模
を
代
々
維
持
継
承
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
。
張
載
が
宗

法
に
男
子
均
分
の
弊
害
を
克
服
す
る
特
性
を
見
い
だ
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
点
に
お
い
て
に
他
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
嫡
長
子
一
子
継
承
は
、
経
書
に
記
さ
れ
た
古
の
制
度
に
す
ぎ
ず
、
は
や
く
か
ら
廃
れ
現
実
に
は
通
行
し
て
い
な
か
っ
た
。
現
実
に
は

男
子
均
分
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
兄
弟
は
同
格
に
祖
先
の
気
を
う
け
て
い
る
と
い
う
観
念
が
普
及
し
て
い
た
。
宗
法
を
復
活
す
る
た
め
に
は
、

現
実
に
普
及
し
て
い
る
親
族
観
念
を
全
く
否
定
し
、
次
子
以
下
が
現
有
す
る
財
産
権
を
剥
奪
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
男
子
均
分
分

割
の
弊
害
と
い
う
指
摘
は
現
実
に
則
し
た
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
提
示
さ
れ
た
宗
法
復
活
と
い
う
処
方
箋
は
、
実
際
に
は
実
現
は
き
わ
め
て
困

難
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
よ
う
。

　
さ
ら
に
嫡
長
子
一
子
継
承
と
い
う
原
理
は
、
親
族
の
結
合
に
資
す
る
原
理
と
し
て
果
た
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
宗
法
を
親
族
結
合

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
み
な
す
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、
嫡
長
子
の
優
位
は
次
子
以
下
の
嫡
長
子
へ
の
従
属
へ
向
い
親
族
の
結
合
に
至
る
と
解
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釈
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
中
根
千
枝
氏
は
、
日
本
の
所
謂
家
制
度
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
複
数
の
子
の
う
ち
一
子
の
み
が
継
承
者
と
な
る

家
族
構
造
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
家
長
の
継
承
者
以
外
の
息
子
た
ち
は
、
家
族
成
員
と
し
て
同
様
の
権
利
を
享
受
で
き
な
い

立
場
に
お
か
れ
、
こ
の
家
族
（
生
家
）
か
ら
去
っ
て
、
他
の
単
位
に
お
い
て
家
長
権
を
確
立
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
と
る
。
し
た
が
っ
て
こ

の
構
造
は
…
…
兄
弟
を
分
裂
す
る
方
向
に
働
く
」
。
そ
し
て
次
三
男
が
生
家
を
出
て
新
た
に
家
を
お
こ
し
て
も
、
「
”
本
家
－
分
家
”
と
い
う
概

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

念
に
象
徴
さ
れ
る
“
二
つ
の
家
は
け
っ
し
て
同
～
の
ス
テ
ー
タ
ス
を
も
ち
え
な
い
”
と
い
う
事
実
が
存
在
す
る
…
…
」
。
つ
ま
り
宗
法
の
原
則

た
る
嫡
長
子
一
子
優
位
と
は
、
家
産
の
継
承
者
以
外
の
子
の
家
か
ら
の
排
除
と
、
家
家
の
間
の
タ
テ
の
序
列
化
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
り
こ
そ

す
れ
、
水
平
的
な
ヨ
コ
の
連
帯
を
志
向
し
親
族
の
結
合
を
生
む
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
中
国
伝
統
の
男
子
均
分
制
は
、
確
か
に
家
産
の
細
分
化
を
招
く
。
し
か
し
こ
れ
は
兄
弟
は
同
じ
祖
先
の
気
を
登
営
に
う
け
た
も
の
と

い
う
親
族
観
念
が
家
産
分
割
の
お
り
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
と
祖
先
に
対
す
る
限
り
兄
弟
は
同
格
と
い
う
原
則
は
、
代
々
家
産
を

分
割
せ
ず
累
世
同
居
の
大
家
族
を
形
成
す
る
た
め
の
原
理
と
も
な
り
、
ま
た
、
家
産
を
分
割
し
家
を
分
け
た
後
も
、
共
通
の
祖
先
の
子
孫
は
祖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

先
祭
祀
に
同
じ
資
格
で
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
親
族
の
広
い
結
合
の
原
理
と
も
な
ろ
う
。
中
国
の
現
実
に
普
及
し
て
い
た
親
族
観

念
こ
そ
、
大
家
族
や
親
族
結
合
を
生
む
原
理
な
の
で
あ
る
。

　
即
ち
登
載
が
宗
法
に
期
待
し
た
嫡
長
子
主
義
と
は
、
現
実
の
中
国
の
親
族
観
念
か
ら
乖
離
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
親
族
結
合
に
資
す
ど
こ

ろ
か
、
親
族
結
合
か
ら
背
を
向
け
た
も
の
と
す
ら
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
も
し
張
載
が
宗
法
復
活
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
嫡
長
子
継
承
の
み
な
ら
ず
、
～
大
宗
四
聖
宗
と
い
う
構
造
の
側
面
に
も
同
時
に
注

目
し
、
そ
の
形
に
親
族
構
造
を
変
革
し
よ
う
と
い
う
発
想
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
宗
法
に
よ
る
親
族
結
合
を
め
ざ
し
て
い
た
と
解
釈
す
る
こ
と

も
、
或
い
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
張
載
に
そ
の
様
な
発
想
が
あ
っ
た
の
か
を
知
る
に
は
、
彼
に
一
大
宗
四
小
繋
の
形
を
あ
ら
わ
せ
る
べ
く
祭

祀
法
を
変
革
し
よ
う
と
す
る
意
向
の
有
無
を
検
証
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
宗
法
が
祭
祀
権
の
継
承
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
が
『
礼
記
』
等
に
明
記
さ
れ
、
宗
法
と
祭
祀
と
の
関
係
性
は
明
白
で
あ
る
一
方
、
一
大
宗
過
小
宗
の
構
造
を
示
し
得
る
祭
祀
法
は
、
実
は
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経
書
中
に
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。

　
一
大
宗
四
小
娘
の
構
造
を
示
す
た
め
に
は
、
一
族
中
、
始
祖
か
ら
は
じ
ま
る
嫡
長
子
直
系
の
者
は
一
族
の
大
祖
（
始
祖
）
及
び
高
祖
・
曾

祖
・
祖
・
考
の
四
親
の
祭
祀
が
出
来
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
経
書
で
示
さ
れ
た
、
祭
祀
で
き
る
祖
先
の
代
数
は
、
嫡
長
子
出
自
の
世

代
の
深
浅
と
い
っ
た
親
族
原
理
を
も
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
『
礼
記
輪
王
制
に
は
、
天
子
七
廟
、
諸
侯
五
、
大
夫
三
、

士
一
、
庶
人
は
寝
で
祭
る
、
『
気
血
』
祭
法
に
は
天
子
血
管
、
諸
侯
五
、
大
夫
三
、
警
士
二
、
経
師
一
、
庶
士
庶
人
無
毒
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

王
制
と
祭
事
で
若
干
記
述
の
相
違
が
あ
る
も
の
の
、
両
者
と
も
身
分
に
よ
っ
て
廟
数
の
別
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
共
通
す
る
。
古
で
は
～

廟
に
は
一
代
の
祖
先
の
み
祭
る
た
め
、
廟
数
は
祭
り
得
る
祖
先
の
代
数
を
示
す
。
即
ち
祭
祀
で
ぎ
る
祖
先
の
代
数
は
身
分
の
上
下
に
よ
っ
て
決

定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
、
宗
法
は
親
族
内
の
人
倫
秩
序
を
示
す
礼
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
宗
法
を
盛
る
べ
き
祭
祀
法
は
社
会
身
分
秩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

序
を
示
す
礼
で
あ
る
と
い
う
ズ
レ
が
経
書
内
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
経
書
の
忌
数
の
規
定
を
守
る
な
ら
ば
、
宗
法
の
構
造
を
表
す
た
め
に
必
要
な
始
祖
と
高
祖
以
下
の
四
親
の
銀
翼
は
、
天
子
（
と
諸
侯
）

以
外
に
は
許
さ
れ
な
い
。
士
は
二
廟
な
い
し
一
通
の
た
め
父
と
祖
の
二
代
、
あ
る
い
は
父
が
祭
祀
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
大
夫
は
破
竹
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

が
、
そ
の
内
訳
は
蚕
棚
で
は
大
祖
（
始
祖
）
廟
と
考
廟
祖
廟
の
三
三
、
と
さ
れ
る
一
方
、
祭
法
で
は
考
・
祖
・
曾
祖
の
三
百
と
さ
れ
る
。
大
夫

に
大
祖
を
祭
れ
る
か
否
か
と
い
う
点
で
、
王
制
と
祭
官
の
違
い
は
大
き
い
が
、
ど
ち
ら
の
記
載
で
あ
っ
て
も
高
祖
を
祭
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

宋
代
の
よ
う
に
社
会
的
身
分
が
流
動
化
す
る
時
代
に
お
い
て
は
、
階
層
の
上
下
に
よ
っ
て
祭
祀
す
る
祖
先
の
代
数
を
変
化
さ
せ
る
と
い
う
習
慣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

は
実
行
で
き
よ
う
も
な
く
、
ま
た
現
実
に
祭
肥
さ
れ
る
祖
先
の
代
数
は
精
々
二
⊥
二
代
で
高
祖
ま
で
は
及
ん
で
は
い
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
一

大
宗
四
小
面
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
経
書
の
規
定
と
現
実
の
社
会
的
習
慣
の
両
者
を
越
え
た
、
新
た
な
祭
祀
法
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

張
載
は
果
た
し
て
こ
れ
を
な
し
え
た
だ
ろ
う
か
。

　
張
載
は
大
宗
の
形
成
を
導
く
始
祖
（
別
子
・
大
祖
）
の
祭
祀
に
つ
い
て
「
諸
侯
の
ば
あ
い
な
ら
ば
国
が
あ
り
、
始
め
て
封
じ
ら
れ
た
君
を
大

祖
と
す
る
の
だ
が
、
大
夫
の
場
合
、
ど
う
し
て
太
祖
が
あ
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
始
祖
の
祭
祀
を
認
め
て
お
ら
ず
、
大
宗
の
形
成
へ
の
意
向
は
認
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⑬

め
ら
れ
な
い
。

　
で
は
高
祖
以
下
四
代
の
祖
先
の
祭
祀
は
ど
う
か
。
張
載
は
「
士
は
一
盛
で
三
代
の
位
牌
を
設
け
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
は
父
の
廟
に
祖
と
曾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

祖
の
位
牌
を
設
け
る
と
い
う
こ
と
に
似
る
し
と
い
う
。
つ
ま
り
数
世
代
の
祖
先
の
位
牌
を
祭
っ
て
も
、
そ
れ
は
一
触
の
中
に
あ
わ
せ
祭
っ
て
い

る
に
す
ぎ
ず
、
廟
堂
を
多
く
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
礼
に
反
し
な
い
、
と
身
分
に
よ
る
限
制
を
越
え
た
祖
先
を
祭
る
こ
と
を
張
載
は
許

容
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
現
に
習
慣
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
曾
祖
の
祭
祀
を
擁
護
す
る
に
止
ま
っ
て
お
り
、
宗
法
実
践
に
必
要
な
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

祖
に
及
ん
で
は
い
な
い
。
張
載
は
「
庶
人
に
も
三
代
の
祖
先
を
祭
ら
せ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
主
張
の
根
拠
と
し
て
「
大
夫
士
有
大
事
、
省
於
其

君
、
産
室
及
其
高
橿
」
（
噸
礼
砲
』
大
伝
）
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
経
文
は
、
功
績
を
あ
げ
塔
主
に
み
と
め
ら
れ
た
場
合
、
士
大
夫
で
も
特
祭

と
し
て
高
祖
ま
で
の
祖
先
を
祭
祀
で
き
る
こ
と
を
述
べ
る
も
の
だ
が
、
こ
の
句
を
引
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
士
大
夫
が
高
祖
を
常
草
す
る
こ
と

を
正
当
化
す
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
張
載
の
主
張
は
曾
祖
の
祭
祀
に
止
ま
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
彼
は
経
書

の
規
定
を
越
え
た
祖
先
の
祭
祀
を
主
張
し
た
と
は
い
え
、
そ
れ
は
宗
法
の
四
小
馬
形
成
と
い
う
理
想
へ
向
け
て
提
起
さ
れ
た
見
解
で
は
な
く
、

現
状
を
追
認
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　
彼
は
い
う
。
「
五
二
と
い
う
も
の
は
必
ず
正
統
に
継
承
さ
れ
て
、
そ
れ
で
祭
礼
が
正
し
く
な
り
、
統
属
が
で
き
る
。
今
宗
法
が
正
し
く
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

以
上
、
祭
祀
を
正
し
く
す
る
よ
り
ど
こ
ろ
は
な
い
の
で
、
古
今
を
勘
輸
し
て
人
情
に
よ
っ
て
行
う
べ
き
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
に
張
載
は
宗
法

の
復
活
・
実
践
を
声
高
に
主
張
し
て
い
る
反
面
で
、
宗
法
の
形
に
親
族
を
構
造
化
す
る
こ
と
ま
で
は
考
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
張

載
の
い
う
宗
法
実
践
の
内
容
が
、
あ
く
ま
で
嫡
長
子
の
優
位
を
確
立
し
嫡
長
子
一
子
継
承
を
復
活
す
る
と
い
う
一
点
に
あ
っ
た
こ
と
を
逆
に
示

す
も
の
だ
と
も
い
え
よ
う
。

　
以
上
、
張
載
の
宗
法
論
は
、
嫡
長
子
一
子
継
承
の
復
活
を
主
張
す
溜
も
の
で
あ
り
、
宗
法
に
基
く
親
族
の
組
織
化
結
合
化
を
志
向
し
た
も
の

で
は
な
い
こ
と
が
、
概
ね
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
と
思
う
。
そ
し
て
、
嫡
長
子
一
子
継
承
と
は
、
中
国
の
現
実
と
は
乖
離
し
た
実
現
困
難
な
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
事
終
に
は
男
子
均
分
分
割
の
弊
害
と
い
っ
た
現
実
を
踏
ま
え
た
問
題
提
起
が
あ
っ
た
に
も
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か
か
わ
ら
ず
、
な
に
ゆ
え
現
実
に
実
現
困
難
な
答
え
し
か
提
示
で
き
な
か
っ
た
の
か
。

格
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
節
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
よ
う
。

そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
よ
り
彼
の
宗
法
論
の
性

12 （738）

　
口
張
載
の
宗
法
論
の
性
格

　
張
載
に
お
け
る
宗
法
論
の
性
格
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
宗
法
は
誰
が
実
践
さ
る
べ
き
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
点

か
ら
論
を
起
こ
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

　
従
来
の
研
究
で
は
、
誰
が
宗
法
の
実
践
主
体
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
の
か
、
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
な
く
、
対
象
が
限
定
さ
れ
な

い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
か
、
或
い
は
自
明
の
如
く
士
大
夫
対
象
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
。

張
載
、
程
頭
、
朱
喜
…
、
い
ず
れ
も
士
大
夫
と
い
わ
れ
る
人
々
で
あ
り
、
か
つ
如
何
に
士
大
夫
層
が
宗
法
実
践
の
主
導
的
立
場
に
あ
ろ
う
と
、
そ

の
親
族
内
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
者
を
包
摂
す
る
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
特
に
密
計
の
宗
法
論
に
お
い
て
は
、
宗
法
の
実
践
主
体

は
概
ね
あ
る
階
層
の
者
に
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
次
に
あ
げ
る
文
章
は
、
張
載
が
宗
法
を
現
実
に
実
践
す
べ
き
理
由
を
最
も

包
括
的
に
述
べ
た
も
の
で
、
よ
く
引
用
さ
れ
る
文
章
で
あ
る
。

　
宗
子
の
法
が
立
っ
て
い
な
い
の
で
、
朝
廷
に
も
世
臣
が
な
い
。
公
卿
が
一
日
に
し
て
貧
賎
の
な
か
か
ら
抜
け
出
て
公
相
に
至
っ
た
様
な
場
合
で
も
、
宗

法
が
立
た
な
け
れ
ば
、
死
ん
で
し
ま
え
ば
す
ぐ
に
族
は
散
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
家
は
伝
わ
っ
て
ゆ
か
な
い
。
宗
法
が
も
し
さ
だ
め
ら
れ
た
な
ら
ば
、
各
人

が
馬
指
を
知
り
、
朝
廷
は
大
い
に
益
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
あ
る
人
が
問
う
た
。
「
朝
廷
は
ど
う
し
て
益
す
る
の
で
す
か
。
」
公
卿
が
お
の
お
の
そ
の
家
を

保
つ
の
な
ら
、
ど
う
し
て
忠
義
が
立
た
な
い
こ
と
な
ど
あ
ろ
う
か
。
忠
義
が
立
つ
の
な
ら
、
ど
う
し
て
朝
廷
の
本
が
固
ま
ら
な
い
こ
と
な
ど
あ
ろ
う
か
。

今
に
わ
か
に
富
貴
を
得
る
者
は
、
た
だ
三
四
十
年
の
計
を
な
す
に
止
ま
り
、
家
屋
敷
を
造
っ
て
も
、
そ
の
す
べ
て
は
死
ん
で
し
ま
え
ば
次
男
以
下
す
べ
て

の
子
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
、
い
く
ば
く
も
し
な
い
う
ち
に
蕩
尽
し
て
し
ま
い
、
家
は
結
局
は
存
し
な
い
。
こ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
家
は
保
て
ば
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

い
の
だ
、
そ
の
う
え
ど
う
し
て
国
家
が
保
て
よ
う
か
。



張載・程願の宗法論について（佐々木）

　
こ
の
張
載
の
発
言
、
特
に
そ
の
冒
頭
の
｝
文
は
従
来
の
研
究
の
「
宗
法
は
科
挙
体
制
下
の
士
大
夫
が
代
々
官
僚
た
る
家
柄
を
確
立
す
る
た
め

の
も
の
」
と
い
う
解
釈
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
文
章
中
で
、
宗
法
の
実
践
主
体
者
と
さ
れ
て
い
る
の
は
「
士
大
夫
」
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
公
卿
」
で
あ
り
、
そ
の
強
調
形

と
し
て
の
「
公
電
」
で
あ
る
。
公
卿
は
「
三
公
九
卿
」
の
公
と
卿
、
公
相
は
三
公
と
宰
相
、
或
い
は
三
公
で
宰
相
を
兼
ね
る
者
を
い
う
。
い
ず

れ
も
明
ら
か
に
「
士
大
夫
」
と
い
う
語
で
表
さ
れ
る
人
々
よ
り
は
高
い
地
位
に
あ
る
者
を
さ
し
て
い
る
。
礼
意
は
尊
卑
上
下
の
秩
序
に
関
し
て

明
敏
な
注
意
を
払
う
性
格
を
も
つ
分
野
で
あ
る
。
そ
の
礼
学
の
著
作
の
中
で
、
士
大
夫
と
い
う
語
を
使
わ
ず
、
士
大
夫
よ
り
高
い
階
層
の
者
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

示
す
語
を
使
っ
て
い
る
以
上
、
こ
の
発
言
を
も
っ
て
宗
法
を
士
大
夫
を
対
象
と
み
な
す
の
は
問
題
が
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
前
節
で
引
用
し
た
文
章
中
の
「
今
日
の
大
臣
の
家
は
宗
子
の
法
を
の
り
と
す
べ
き
だ
…
…
」
と
い
う
く
だ
り
な
ど
は
、
宗
法
の
実
践

主
体
を
高
位
高
官
者
と
す
る
最
も
明
快
な
表
現
で
あ
る
。
ま
た
、
前
節
冒
頭
で
引
用
し
た
『
経
学
理
窟
』
宗
法
の
章
の
巻
頭
言
で
も
、
「
…
…

是
非
と
も
は
っ
き
り
と
露
量
を
系
図
に
す
る
こ
と
と
宗
子
の
法
を
立
て
る
こ
と
と
を
す
べ
き
で
あ
る
」
と
、
家
系
を
系
図
化
す
べ
き
主
体
は

「
世
上
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
世
族
」
と
は
、
単
に
代
々
の
系
譜
が
分
か
っ
て
い
る
一
族
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
代
々
貴
顕
で
あ
る
名

門
の
｝
族
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
張
載
は
社
会
的
な
上
昇
を
可
能
に
す
る
た
め
に
系
図
を
作
成
す
る
の
で
は
な
く
、
す
で
に
上

層
階
層
に
あ
る
一
族
に
系
図
を
作
成
す
べ
く
勧
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
系
図
作
成
だ
け
で
な
く
、
宗
法
実
践
者
ま
で
虚
血
と
解
し
う

る
か
、
こ
の
文
章
で
は
疑
問
の
余
地
は
あ
る
。
し
か
し
こ
の
文
章
の
全
体
も
文
脈
は
、
家
の
継
承
に
資
す
た
め
の
も
の
と
し
て
、
古
で
は
宗
法
、

後
世
で
は
譜
牒
が
あ
り
、
譜
牒
の
風
ま
で
廃
れ
さ
せ
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
宗
法
と
譜
牒
の
間
で
実
践

主
体
が
違
う
と
い
う
の
も
考
え
難
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
宗
法
を
語
る
際
に
言
及
さ
れ
る
社
会
階
層
は
、
士
大
夫
で
は
な
く
常
に
士
大
夫
よ
り
上
層
の
者
を
指
す
語
が
使
用
さ
れ
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
車
載
の
発
言
中
に
、
士
大
夫
に
対
し
て
宗
法
実
践
を
禁
じ
る
と
い
っ
た
発
言
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
士
大
夫
に
も
宗
法
実

践
が
漸
次
拡
大
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
魚
雷
も
な
い
の
で
あ
る
。
や
は
り
張
載
に
お
い
て
宗
法
実
践
の
主
体
は
士
大
夫
と
い
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う
語
で
想
定
さ
れ
る
よ
り
上
層
の
高
位
高
官
者
と
見
る
の
が
順
当
で
あ
る
。

　
と
す
れ
ば
、
本
節
冒
頭
に
揚
げ
た
署
長
の
謂
の
内
容
は
、
宗
法
は
公
卿
な
り
公
栢
な
り
の
高
位
高
官
者
が
、
自
身
の
家
の
保
持
継
承
す
る
た

め
の
法
と
し
て
実
践
す
べ
き
な
の
で
あ
り
、
か
よ
う
な
家
が
継
承
さ
れ
る
な
ら
ば
、
国
家
へ
の
忠
義
が
固
ま
り
、
国
家
が
保
持
さ
れ
る
、
と
な

る
。
大
臣
名
家
を
保
全
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
忠
義
の
心
を
固
め
、
朝
廷
が
保
た
し
め
よ
う
と
い
う
主
張
は
、
貴
族
制
へ
の
回
帰
に
近
い
も
の

で
あ
り
、
宋
代
科
挙
官
僚
制
の
精
神
と
は
全
く
逆
行
す
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
裏
書
き
す
る
か
の
よ
う
に
、
張
載
は
唐
朝
の
名
臣
名
家
の
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

護
舗
度
を
評
価
し
、
さ
ら
に
そ
の
拡
充
の
策
の
一
つ
と
し
て
宗
法
実
践
の
必
要
性
を
説
い
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
彼
は
、
恩
義
、
す
な
わ
ち
父
祖
が
官
僚
で
あ
る
が
故
に
子
孫
親
族
に
三
位
が
与
え
ら
れ
る
制
度
を
支
持
し
て
い
る
風
も
窺
わ
れ
る
。

次
に
あ
げ
る
発
言
は
、
現
実
に
宗
法
を
実
践
し
て
家
の
保
持
継
承
を
は
か
る
さ
い
、
宗
子
に
官
位
上
の
優
位
を
獲
得
さ
せ
る
た
め
の
施
策
を
語

っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
今
日
の
大
臣
の
家
で
は
、
宗
子
の
法
を
の
り
と
す
べ
き
だ
…
…
な
お
朝
廷
に
以
下
の
よ
う
な
規
約
を
立
て
る
こ
と
を
乞
う
。
族
人
は
祖
先
の
立
法
に
従

　
　
っ
て
お
さ
め
る
べ
き
で
、
か
く
て
族
人
は
本
来
自
分
が
官
位
を
優
転
で
き
る
恩
澤
を
宗
子
に
軸
受
さ
せ
て
即
時
に
宮
位
を
優
転
さ
せ
、
さ
ら
に
子
弟
を
奏

　
　
薦
し
て
昇
進
さ
せ
る
恩
澤
を
宗
子
に
与
え
る
こ
と
を
許
す
。
門
戸
を
主
張
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
宗
子
が
善
く
な
け
れ
ば
、
別
に
次
子
の
う
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
か
ら
賢
い
者
を
え
ら
ん
で
立
て
る
。

　
こ
こ
で
は
、
恩
澤
の
制
度
を
用
い
て
、
特
に
宗
子
に
官
位
の
優
遇
を
与
え
る
便
宜
が
は
か
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
策
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
恩

澤
と
は
、
恩
蔭
の
一
種
で
、
父
祖
が
高
位
高
官
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
す
で
に
何
ら
か
の
官
位
を
持
つ
子
孫
に
昇
進
に
つ
い
て
の
優
遇
を
与

　
　
　
　
　
　
⑳

え
る
特
典
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
恩
蔭
で
な
く
恩
澤
で
あ
る
が
、
父
祖
親
族
の
御
蔭
に
よ
り
昇
進
す
る
こ
と
が
支
持
さ
れ
る

精
神
が
あ
る
な
ら
ば
、
恩
蔭
に
よ
っ
て
官
位
に
つ
く
こ
と
も
支
持
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
張
載
が
恩
蔭
で
は
な
く
恩
沢
、
す
な
わ
ち
任
官
で
な
く
昇
進
に
の
み
言
及
し
、
か
つ
科
挙
に
ふ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
彼
が
宗
法
実
践

の
対
象
と
し
て
「
大
臣
の
家
」
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
梅
原
郁
氏
に
よ
れ
ば
、
高
級
官
僚
で
あ
れ
ば
、
毎
年
の
聖
節
、
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三
年
に
一
度
の
郊
祀
の
度
に
、
子
孫
親
族
の
翻
意
を
奏
薦
で
き
た
た
め
、
官
に
つ
け
ら
れ
る
親
族
の
総
数
は
か
な
り
多
く
、
任
官
さ
せ
る
だ
け

な
ら
ば
殆
ど
問
題
は
な
か
っ
た
。
科
挙
が
全
面
施
行
さ
れ
た
宋
代
に
お
い
て
も
、
全
身
僚
の
半
数
は
実
は
心
事
に
よ
る
任
用
で
あ
っ
た
。
た
だ
、

昇
進
に
あ
た
っ
て
恩
蔭
出
身
者
は
科
挙
一
進
士
出
身
者
の
下
風
に
立
た
さ
れ
、
ま
た
昇
進
に
関
す
る
驚
動
で
あ
る
恩
澤
の
制
度
化
は
遅
れ
て
い

た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
て
、
宗
子
に
官
位
上
の
優
位
を
与
え
る
べ
く
思
索
を
練
る
と
す
れ
ば
、
思
索
の
対
象
が
昇
進
即
ち
恩

澤
へ
向
か
っ
た
の
も
理
解
で
き
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
張
載
に
と
っ
て
、
宗
法
を
実
践
し
て
家
を
継
承
す
べ
き
な
の
は
、
士
大
藩
で
は
な
く
、
大
臣
、
名
家
名
臣
で
あ
り
、
そ
れ

を
さ
さ
え
る
の
は
科
挙
で
は
な
く
恩
蔭
、
恩
澤
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
従
来
の
「
宋
代
科
挙
官
僚
制
へ
の
対
応
と
し
て
の
士
大
夫
の
た

め
の
宗
法
」
と
い
う
理
解
と
は
、
全
く
逆
の
姿
が
見
え
て
来
る
。

　
い
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
で
あ
る
が
、
張
載
自
身
は
大
臣
で
も
恩
蔭
出
身
者
で
も
な
い
。
張
載
の
父
は
知
州
在
任
中
に
若
く
し
て
死
去
し
て
し

ま
い
、
彼
は
恩
蔭
の
浴
に
あ
ず
か
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
彼
は
科
挙
を
突
破
し
て
官
職
を
得
て
い
る
が
、
子
孫
を
蔭
補
す
る
権
利
の
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

六
品
官
以
下
の
官
職
に
止
ま
っ
た
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
張
載
は
科
挙
官
僚
で
あ
り
、
か
つ
所
謂
士
大
夫
の
範
購
以
外
に
は
出
る
存
在
で
は
な
い
。

　
科
挙
を
突
破
し
て
官
僚
の
地
位
を
つ
か
ん
だ
士
大
夫
の
人
物
が
、
自
身
の
家
と
は
関
係
の
な
い
高
位
高
官
・
名
家
名
臣
の
家
の
継
承
の
方
策

を
主
張
し
た
な
ど
と
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
お
よ
そ
理
解
し
が
た
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
彼
の
社
会
的
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
自
力
で
の
身

分
的
上
昇
を
可
能
に
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
科
挙
の
全
面
施
行
を
歓
喜
を
も
っ
て
迎
え
、
自
ら
の
努
力
抜
き
で
官
位
を
獲
得
で
き
る
下
蔭
を
卑

し
む
方
が
ふ
さ
わ
し
か
ろ
う
。
こ
の
違
和
感
は
思
想
的
な
視
角
か
ら
で
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
島
田
慶
次
氏
は
「
学
ん
で
聖
人
に
至
る
べ
し
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

い
う
「
自
信
」
を
宋
学
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
が
、
こ
の
「
自
信
」
は
、
自
身
の
才
覚
に
よ
っ
て
身
分
的
上
昇
を
可
能
に
す
る
科
挙
官
僚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

体
制
の
霊
代
に
お
け
る
成
立
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
よ
う
な
、
張
載
の
主
張
を
ど
の
よ

う
に
理
解
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
、
経
書
と
古
注
疏
に
た
ち
か
え
っ
て
、
本
来
の
宗
法
の
実
践
主
体
は
何
と
記
さ
れ
て
い
る
か
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
『
礼
記
』
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大
伝
及
び
喪
服
小
竿
の
宗
法
の
叙
述
は
、
「
別
子
曾
祖
、
継
別
湿
声
」
と
い
う
語
句
か
ら
は
じ
ま
り
、
宗
法
は
「
別
子
」
を
祖
と
す
る
者
た
ち

の
親
族
組
織
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
別
子
」
に
つ
い
て
鄭
玄
は
「
諸
侯
の
庶
子
別
れ
て
後
世
の
為
に
始
祖
と
な
る
、
こ
れ
を

別
子
と
謂
う
、
公
子
は
先
君
を
禰
と
す
る
を
得
ず
」
と
注
す
。
す
な
わ
ち
、
諸
侯
の
地
位
を
継
承
し
え
ず
臣
籍
に
下
る
庶
子
た
ち
は
、
君
主
を

祖
と
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
自
ら
が
始
祖
と
な
り
宗
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
経
文
は
さ
ら
に
「
公
子
之
宗
道
」
に
つ
い
て
の

叙
述
へ
と
続
い
て
い
く
。
つ
ま
り
、
宗
法
で
い
う
祖
と
は
君
主
の
子
、
公
子
な
の
で
あ
り
、
公
子
を
祖
と
す
る
と
規
定
さ
れ
た
礼
で
あ
る
以
上
、

本
来
宗
法
は
「
般
士
大
夫
対
象
の
も
の
と
は
い
え
ま
い
。

　
と
す
れ
ば
、
張
載
が
宗
法
実
践
の
主
体
を
「
大
臣
」
「
名
家
」
の
も
の
と
し
て
語
っ
た
の
は
、
経
書
本
来
の
規
定
に
基
本
的
に
忠
実
で
あ
る

こ
と
を
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
張
載
の
支
持
し
た
恩
蔭
恩
澤
の
制
度
も
、
経
書
の
伝
統
に
照
ら
せ
ば
全
く
肯
定
さ
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
。
古
の
理
想
の
周
王
朝
で
は
、
封
建
制
が
行
わ
れ
、
か
つ
「
世
爵
世
禄
」
す
な
わ
ち
官
職
と
土
地
は
世
襲
さ
れ
て
い
た
も
の
と
さ
れ
、
恩

聖
恩
澤
は
三
代
の
古
の
法
の
残
潭
と
位
置
付
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
張
載
の
宗
法
復
活
の
主
張
は
、
理
想
で
あ
る
古
の
礼
を
出

来
得
る
限
り
そ
の
ま
ま
現
世
に
復
活
す
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
た
だ
し
訳
載
が
宗
法
と
い
う
語
に
よ
っ
て
扱
っ
た
論
題
は
、
家
の
継
承
と
い
っ
た
現
実
的
な
問
題
で
あ
る
以
上
、
そ
の
復
活
の
主
張
を
単
な

る
復
古
主
義
と
解
釈
し
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
か
、
い
さ
さ
か
言
容
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
参
考
と
し
て
彼
が
他
の
古
礼
に
対
し
て
ど
の
よ
う

な
態
度
を
と
っ
て
い
た
か
み
て
み
よ
う
。
彼
が
復
活
し
よ
う
と
し
た
古
礼
は
宗
法
だ
け
で
は
な
い
。
張
載
の
高
弟
愚
老
臨
は
、
張
載
が
「
政
治

の
先
務
を
論
じ
る
場
合
、
経
界
を
急
と
せ
ず
に
は
始
め
な
か
っ
た
」
し
、
「
た
と
え
天
下
に
行
う
こ
と
は
出
来
な
く
と
も
、
一
郷
で
こ
こ
ろ
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
こ
と
は
で
き
よ
う
」
と
、
有
志
が
集
い
共
同
で
土
地
を
買
っ
て
井
田
を
実
地
で
き
な
い
か
思
案
し
て
す
ら
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

　
井
田
・
封
建
の
復
活
な
ど
と
い
う
議
論
は
一
見
時
代
錯
誤
的
に
思
え
る
が
、
明
末
洋
綴
の
経
世
思
想
家
・
顧
炎
武
や
黄
宗
義
の
よ
う
に
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
ど
い
現
実
認
識
か
ら
新
た
な
光
を
あ
て
、
現
実
の
政
治
社
会
の
病
弊
を
正
す
意
義
を
く
み
と
る
こ
と
も
で
き
る
論
題
で
あ
る
。
張
載
の
井
田

復
活
の
主
張
内
容
を
み
て
み
よ
う
。
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張載・程頗の宗法論について（佐々木）

　
井
田
は
い
た
っ
て
実
行
し
や
す
い
も
の
で
、
た
だ
朝
廷
が
ひ
と
た
び
令
を
下
せ
ば
、
一
人
も
答
う
た
ず
し
て
定
め
ら
れ
る
。
…
…
さ
ら
に
罠
が
よ
ろ
こ

ん
で
従
う
よ
う
に
す
べ
き
で
、
田
を
多
く
も
つ
考
に
は
富
を
失
わ
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
。
か
り
に
大
臨
で
土
地
千
頃
を
持
つ
者
と
い
っ
て
も
、
わ
ず
か
五

十
里
の
国
を
封
建
し
て
あ
た
え
れ
ば
、
も
は
や
そ
の
所
有
よ
り
多
く
な
る
。
そ
の
他
は
土
地
の
多
少
に
従
っ
て
～
官
を
与
え
て
税
を
と
ら
せ
れ
ば
、
人
は

も
と
か
ら
の
財
産
を
失
う
こ
と
は
な
い
。
天
下
を
お
さ
め
る
す
べ
は
、
必
ず
こ
こ
か
ら
は
じ
ま
る
の
だ
。
今
天
下
の
土
地
を
方
形
に
分
け
つ
ら
ね
て
ゆ
き
、

人
は
方
形
の
一
区
画
を
受
け
る
、
こ
れ
が
民
を
養
う
根
本
で
あ
る
。
…
…
そ
の
や
り
か
た
は
城
か
ら
は
じ
め
る
。
ま
ず
四
面
を
立
て
、
一
方
形
を
正
し
く

き
め
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
一
つ
め
じ
る
し
を
増
や
し
て
、
さ
ら
に
一
方
形
を
お
さ
め
る
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
百
里
の
地
は
幾
日
も
し
な
い
う
ち
に
定

め
る
こ
と
が
出
来
る
。
民
草
の
家
や
墓
を
殿
つ
必
要
が
ど
こ
に
あ
ろ
う
。
た
だ
め
じ
る
し
を
み
れ
ば
い
い
の
だ
。
方
形
が
正
し
く
な
れ
ば
め
じ
る
し
は
お

の
ず
か
ら
無
用
と
な
ろ
う
。
…
…
声
望
の
国
は
方
十
塁
の
地
が
百
で
出
来
る
も
の
で
、
十
里
が
「
成
」
と
い
う
単
位
と
な
り
、
成
は
革
車
一
乗
を
供
出
す

る
。
こ
れ
で
百
乗
と
な
る
。
し
か
し
、
方
を
ひ
ら
い
て
計
算
す
る
と
、
百
里
の
国
は
南
北
東
西
が
そ
れ
ぞ
れ
三
万
歩
の
長
さ
で
あ
り
、
～
夫
が
う
け
る
田

は
一
万
方
歩
で
あ
る
。
も
し
南
北
に
一
歩
の
博
さ
を
と
っ
て
、
東
函
の
三
万
歩
の
長
さ
と
あ
わ
せ
る
と
、
一
方
歩
が
三
万
で
き
る
。
こ
れ
は
三
夫
分
の
田

で
あ
る
。
三
か
け
る
三
は
九
で
あ
る
か
ら
、
百
里
の
地
に
は
九
万
夫
に
わ
け
あ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
革
車
一
乗
に
つ
き
甲
士
三
人
、
歩
卒
七
十
二
人

目
か
ら
、
乗
と
い
う
こ
と
で
計
算
す
れ
ば
、
お
よ
そ
（
千
乗
の
革
車
に
は
）
七
万
五
千
人
を
必
要
と
す
る
。
今
は
九
万
夫
い
る
の
だ
か
ら
、
百
里
の
国
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
「
千
乗
の
国
」
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
土
地
で
計
れ
ば
車
千
乗
を
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
だ
。
…
…

　
上
に
掲
げ
た
張
載
の
謂
か
ら
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
侮
よ
り
彼
が
古
礼
の
様
々
な
規
定
に
き
わ
め
て
忠
実
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
土
地
を
測
量
し

て
方
百
里
の
国
を
制
定
し
、
大
土
地
を
所
有
す
る
大
臣
に
は
方
五
十
里
を
封
与
す
る
と
彼
は
い
う
。
こ
の
方
百
里
、
方
五
十
里
と
言
う
数
は
明

ら
か
に
「
公
候
景
象
百
里
、
伯
七
十
里
、
子
男
五
十
里
」
（
『
孟
子
聴
萬
章
章
句
下
）
に
基
づ
く
。
一
夫
が
受
け
る
田
の
広
さ
を
｝
万
方
歩
と
し
て

い
る
の
は
、
「
夏
后
氏
五
十
而
貢
、
段
人
七
十
而
助
、
周
人
百
畝
而
徹
」
（
叫
孟
子
』
固
文
公
章
車
上
）
と
あ
り
、
百
畝
は
ち
ょ
う
ど
一
万
方
角
に

あ
た
る
か
ら
、
周
制
に
準
拠
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
方
十
里
を
成
と
呼
ぶ
の
は
『
周
礼
』
考
下
記
・
匠
人
の
記
述
に
基
づ
く
し
、
成
に
車
～

乗
を
供
出
さ
せ
「
甲
士
三
人
、
歩
卒
七
十
二
人
」
を
つ
け
る
の
も
、
『
尚
書
』
周
書
・
収
誓
「
二
王
戎
車
三
百
両
」
の
疏
に
あ
る
『
司
馬
法
』
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の
記
載
の
ま
ま
で
あ
る
。
そ
し
て
張
載
は
こ
の
文
章
で
百
里
の
国
が
「
千
乗
の
国
」
（
『
論
語
』
等
に
頻
出
）
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
経
書
に
示
さ
れ
た
様
々
な
数
値
の
、
現
実
の
復
活
の
有
効
性
に
対
し
て
何
ら
疑
問
を
さ
し
は
さ
ま
な
い
必
然
的
結
果
と
し

て
、
こ
の
井
田
の
実
地
法
は
、
文
字
通
り
の
机
上
の
計
算
に
お
わ
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。

　
ま
た
、
こ
こ
で
張
載
は
大
地
主
に
官
職
と
徴
税
権
を
与
え
て
そ
の
利
益
を
擁
護
し
て
お
り
、
彼
が
「
均
平
」
を
志
向
す
る
井
田
法
の
精
神
を

現
実
に
生
か
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
経
書
に
は
、
封
建
の
世
に
は
官
職
を
も
つ
者
は
官
位
に
応
じ
て
采
邑
や
開

田
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
官
職
の
高
い
者
が
多
く
の
土
地
を
領
有
す
る
の
は
封
建
の
精
神
に
論
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
様
な
、
古
礼
の
規
定
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
は
、
張
載
の
古
礼
復
活
の
主
張
が
現
実
社
会
の
諸
問
題
へ
の
深
い
認
識
か

ら
導
か
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
経
書
に
記
さ
れ
た
所
与
の
理
想
を
現
実
の
世
に
現
出
さ
せ
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
姿
勢
は
封
建
論
で
も
同
様
に
看
取
で
き
る
。

　
　
封
建
が
必
要
で
あ
る
理
由
は
、
天
下
の
事
は
、
簡
に
分
け
得
る
な
ら
ば
治
も
精
と
な
り
、
簡
で
な
け
れ
ば
精
と
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
故
に
聖
人
は
必

　
　
ず
天
下
を
入
に
分
け
た
の
で
あ
り
、
さ
す
れ
ば
治
め
ら
れ
ぬ
こ
と
は
な
い
。
聖
人
が
法
を
立
て
る
に
あ
た
っ
て
は
、
必
ず
後
世
の
子
孫
の
こ
と
を
計
画
し
、

　
　
周
公
に
中
核
の
役
を
果
た
さ
せ
、
天
下
の
政
治
を
と
ら
せ
た
が
、
治
は
必
ず
精
で
あ
っ
た
。
後
世
は
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
で
き
よ
う
。
天
下
を
お
さ
め

　
　
る
者
が
ど
う
し
て
ご
た
ご
た
と
天
下
の
事
に
親
し
ん
だ
り
す
る
も
の
か
。
今
す
ぐ
に
封
建
し
、
不
肖
の
者
は
追
放
す
る
、
こ
れ
で
何
の
害
が
あ
ろ
う
。
天

　
　
下
の
趨
勢
と
し
て
一
百
里
の
国
を
正
せ
な
い
と
か
、
諸
侯
に
結
託
し
て
天
下
を
乱
し
て
し
ま
う
な
ど
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
あ
ろ
う
。
後
世
で
は
秦
が

　
　
封
建
し
な
か
っ
た
の
は
得
策
だ
と
言
っ
た
り
す
る
が
、
こ
れ
は
聖
人
の
意
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
封
建
論
に
お
い
て
も
、
郡
県
制
が
い
か
な
る
政
治
上
の
問
題
を
生
ん
で
い
る
の
か
、
と
い
う
切
実
な
現
状
認
識
が
欠
如
し
て
い
る
。
そ

し
て
封
建
が
必
要
な
理
由
、
封
建
の
利
点
も
抽
象
的
で
具
体
性
に
欠
け
、
封
建
が
現
実
社
会
の
問
題
を
い
か
に
解
消
し
え
る
の
か
に
つ
い
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

具
体
性
に
欠
け
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
井
田
論
同
様
、
古
の
制
度
へ
の
全
幅
の
信
頼
で
あ
る
。
結
周
の
と
こ
ろ
、
彼
が
井
田
封
建
を
主
張

し
た
の
は
、
封
建
が
「
聖
人
の
立
法
」
で
あ
り
「
聖
人
の
意
」
で
あ
る
以
上
、
無
欠
の
制
度
で
あ
る
と
い
う
確
信
に
よ
る
、
と
い
う
以
上
の
こ
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と
を
い
う
の
は
難
し
い
。
彼
の
所
論
を
、
由
良
清
初
期
の
経
世
思
想
家
、
猛
炎
武
や
黄
宗
義
ら
の
よ
う
な
テ
ク
ニ
カ
ル
な
議
論
と
同
列
に
み
て

解
釈
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
彼
本
来
の
意
図
と
か
け
は
な
れ
て
し
ま
う
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
張
載
の
、
古
の
制
度
を
そ
の
ま
ま
現
実
に
で
き
得
る
限
り
忠
実
に
行
お
う
と
す
る
張
載
の
主
張
は
、
迂
遠
な
、
空
虚
な
、
時
代
錯
誤
的
な
も

の
と
わ
れ
わ
れ
に
は
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
こ
の
張
載
の
宗
法
論
に
は
、
ま
こ
う
か
た
な
き
豊
代
の
時
代
性
が
あ
る
。
吉
川
幸
次
郎
氏
が
、
宋
代
の
倫
理
思
想
は
畢
寛
す
る
と
こ

ろ
「
経
へ
の
復
帰
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
生
活
の
淵
源
を
儒
家
の
経
に
求
め
、
自
ら
の
生
活
を
経
の
生
活
に
合
致
せ
し
め
ん
と
す
る
す
る
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

想
」
で
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
尚
古
主
義
は
宋
学
を
支
え
る
精
神
の
一
つ
と
み
な
さ
れ
て
然
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
毒
魚
の
生
き
た
同
時
代
に
お
い
て
、
彼
の
何
が
評
価
さ
れ
た
か
と
い
え
ば
、
ま
さ
し
く
そ
の
復
古
を
・
王
蔵
す
る
姿
で
あ
っ
た
。
煕

寧
初
め
、
神
事
に
召
見
せ
ら
れ
た
露
頭
は
、
政
治
は
徐
々
に
三
代
に
復
す
の
が
正
し
い
と
論
じ
て
貫
文
院
校
書
に
除
せ
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
呂

大
公
が
久
し
く
野
に
あ
っ
た
張
載
を
推
挙
し
た
の
は
「
張
載
の
学
は
、
善
く
聖
人
の
遺
意
に
法
り
、
そ
の
す
べ
と
は
ほ
ぼ
古
を
復
す
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

よ
っ
て
処
置
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
理
由
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
呂
大
造
は
誇
ら
し
げ
に
記
し
て
い
る
。
ま
た
司
馬
光
も
「
子
厚
が

平
生
心
を
は
た
か
ら
せ
た
の
は
、
今
世
の
人
を
率
い
て
三
代
の
礼
に
復
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
漢
魏
以
下
は
手
本
に
す
る
に
は
足
り
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
と
考
え
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
彼
が
時
人
に
評
価
さ
れ
た
の
は
、
経
に
立
ち
返
り
古
の
義
を
訴
え
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て

そ
の
こ
と
こ
そ
が
お
そ
ら
く
は
時
人
に
と
っ
て
思
想
的
清
新
さ
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
渡
辺
浩
氏
は
「
道
学
者
に
は
、
明
ら
か
に
、
ほ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ん
ど
急
進
的
な
原
理
主
義
の
昂
ぶ
り
が
あ
る
」
と
評
さ
れ
た
が
、
張
載
の
姿
も
そ
の
一
つ
の
か
た
ち
と
い
え
よ
う
。
氏
は
述
べ
ら
れ
る
。
「
『
観

念
に
よ
っ
て
現
実
を
秩
序
づ
け
」
よ
う
と
し
、
現
実
が
ど
う
あ
れ
自
己
の
信
ず
る
正
義
の
実
現
を
断
乎
と
し
て
志
す
理
想
主
義
が
、
当
然
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

『
古
い
』
わ
け
で
は
な
い
。
既
成
の
問
現
実
』
に
『
即
』
そ
う
と
す
る
態
度
が
当
然
に
優
位
す
る
理
由
も
な
い
」
。
張
載
の
主
張
が
空
虚
な
時

代
錯
誤
と
感
ぜ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
現
代
の
我
々
が
、
切
実
な
現
実
認
識
に
あ
ふ
れ
た
思
想
に
高
い
評
価
を
下
す
と
い
う
、
我
々
の
価

値
基
準
に
原
因
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
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以
上
、
張
星
の
い
う
宗
法
復
活
は
、
士
大
夫
層
が
磐
代
当
時
進
行
し
て
い
た
科
挙
官
僚
制
へ
の
適
応
を
図
っ
て
親
族
結
合
を
目
指
し
た
と
い

う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
も
は
や
明
白
で
あ
ろ
う
。

　
張
載
の
い
う
宗
法
の
実
践
は
大
官
を
対
象
に
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
し
、
彼
の
着
目
は
嫡
長
子
継
承
に
あ
り
親
族
の
結
合
に
は
な
か
っ
た
。

彼
の
宗
法
の
復
活
論
は
、
彼
の
井
田
封
建
の
議
論
と
同
様
、
古
の
世
世
世
禄
の
宗
法
封
建
の
古
義
を
憧
憬
し
、
古
の
制
度
を
現
実
に
実
現
を
試

み
た
、
と
い
う
文
脈
で
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
①
張
番
『
経
学
理
窟
駈
宗
法
、
第
｝
条
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
中
棋
千
枝
氏
畷
家
族
の
構
造
』
東
京
大
学
出
版
会
、
｝
九
七
〇
年
。

　
②
宗
法
、
族
譜
い
ず
れ
の
機
能
に
つ
い
て
も
通
常
ヨ
コ
の
作
用
に
注
目
す
る
研
究
　

⑧
上
田
杜
氏
「
中
團
の
地
域
社
会
と
宗
族
－
一
四
－
一
九
世
紀
の
中
国
東
南
部

　
　
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
、
タ
テ
の
作
用
に
注
屈
し
た
も
の
と
し
て
小
林
義
広
氏
「
欧
陽
　
　
　
　
　
の
事
例
一
」
『
シ
リ
ー
ズ
世
界
史
へ
の
問
い
4
・
社
会
的
結
A
晶
岩
波
書
店
、

　
　
脩
に
お
け
る
族
譜
編
纂
の
意
義
」
噸
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
六
号
、
一
　
　
　
　
　
一
九
八
九
年
、
フ
リ
ー
ド
マ
ン
（
詩
編
克
己
氏
・
瀬
川
昌
久
濁
世
）
㎎
中
国
の
宗

　
　
九
八
○
年
、
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
族
と
社
会
』
弘
文
堂
、
～
九
八
七
年
、
参
照
。

③
㎎
説
文
解
字
注
同
旨
；
島
上
、
二
葉
表
。

④
張
載
『
経
学
理
窟
転
宗
法
、
第
二
条
。

⑤
張
載
噸
経
学
理
窟
』
宗
法
、
第
七
条
。

⑥
張
載
『
経
学
理
窟
』
宗
法
、
第
七
条
。
た
だ
し
「
至
心
入
有
数
子
、
長
者
至
微

　
賎
不
立
、
其
間
一
子
仕
窟
、
則
更
不
問
長
少
、
須
是
士
人
血
祭
詑
」
（
闘
経
学
理

　
窟
㎞
宗
法
、
第
六
条
）
の
よ
う
に
、
嫡
長
子
継
承
に
伴
う
不
合
理
を
緩
和
し
よ
う

　
と
す
る
向
き
は
あ
る
。
し
か
し
、
嫡
長
子
主
義
が
現
実
に
そ
ぐ
わ
な
い
最
も
根
本

　
的
な
原
因
は
、
複
数
い
る
子
の
う
ち
嫡
長
子
を
選
ば
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
は
な

　
く
、
複
数
あ
る
子
の
う
ち
～
子
に
の
み
擾
位
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
嫡

　
長
子
に
か
わ
っ
て
次
子
以
下
を
選
べ
る
こ
と
を
主
張
し
て
も
、
そ
れ
は
宗
法
と
現

　
実
の
親
族
観
念
と
の
乖
離
を
埋
め
は
し
な
い
。
ま
た
、
張
載
が
主
祭
権
者
を
選
ぶ

　
際
、
兄
弟
の
年
齢
の
長
少
よ
り
官
職
の
有
無
を
優
先
さ
せ
よ
と
い
っ
た
の
は
、
祖

　
先
祭
祀
が
官
位
の
有
無
や
高
下
と
密
接
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

　
う
。
二
章
二
節
参
照
。

⑨
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
田
鼠
。
冨
国
げ
お
団
．
、
9
魯
§
、
譜
ミ
§
蹴
寄
ミ
さ

　
肉
糠
§
穿
§
ミ
鼠
ミ
Q
ミ
慧
．
、
お
よ
び
小
島
毅
氏
前
掲
「
婚
礼
曲
見
考
」
で
も
述

　
べ
ら
れ
て
お
り
、
前
掲
拙
論
で
も
醤
及
し
て
い
る
。

⑩
「
大
祖
」
に
つ
い
て
、
鄭
玄
注
で
は
門
田
祖
、
別
子
翻
意
者
、
大
伝
日
、
別
子

　
為
祖
、
謂
此
」
と
、
大
祖
を
宗
法
の
別
子
に
比
定
し
て
い
る
。

⑪
た
だ
し
、
『
宋
会
要
韓
藍
㎞
第
一
四
冊
礼
～
二
、
群
臣
士
庶
家
崩
に
収
録
さ
れ

　
て
い
る
士
庶
人
の
祖
先
祭
祀
の
代
数
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
い
ず
れ
も
官
位
の
上

　
下
に
よ
っ
て
祭
祀
の
代
数
は
違
え
る
べ
き
だ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
同
書
に

　
は
、
特
に
功
労
の
あ
っ
た
臣
に
対
し
て
家
士
の
建
造
を
許
可
し
、
祭
器
を
給
賜
し

　
て
い
た
事
例
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
祖
先
祭
肥
と
社
会
的
身
分

　
と
の
連
動
性
を
求
め
る
動
き
は
宋
代
に
至
っ
て
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

⑫
司
馬
光
『
工
費
㎞
で
は
曾
祖
以
下
三
代
の
祭
祀
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
張
載

　
『
経
学
理
窟
』
祭
記
に
は
「
誤
長
士
者
髭
面
廟
設
三
世
几
農
試
と
あ
る
。
ま
た

　
糊
河
南
程
氏
遺
書
㎞
巻
第
二
下
に
は
「
凡
祭
祀
、
須
是
藩
祖
」
と
あ
る
。
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⑬
た
だ
し
七
頁
置
引
の
張
型
の
発
言
中
に
は
「
た
と
え
　
人
に
数
人
の
子
が
あ
っ

　
て
も
、
適
長
子
を
大
宗
と
し
」
と
「
大
宗
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か

　
し
文
脈
上
、
こ
こ
で
い
う
「
大
宗
」
が
単
に
宗
子
を
さ
す
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
文

　
脈
か
ら
明
白
で
あ
ろ
う
。

⑭
張
載
『
経
学
理
窟
隔
祭
紀
、
第
一
条
。

⑮
張
載
『
経
学
理
窟
』
祭
祀
、
第
　
条
。
た
だ
し
同
第
一
六
条
に
は
「
庶
人
当
祭

　
五
世
、
以
恩
須
嶺
及
也
扁
と
あ
る
。
五
世
祖
と
は
高
祖
の
こ
と
で
あ
り
、
高
祖
以

　
下
四
代
の
祖
先
祭
祀
を
認
め
る
も
の
だ
が
、
し
か
し
こ
の
主
張
は
給
祭
、
す
な
わ

　
ち
既
に
祭
祀
の
対
象
外
と
な
っ
た
遠
祖
の
位
牌
を
祭
る
特
別
な
祭
祀
に
つ
い
て
の

　
も
の
で
あ
り
、
常
祭
と
し
て
四
代
祭
祀
を
み
と
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
門
以

　
恩
須
当
盤
也
」
と
い
う
言
い
回
し
は
、
こ
の
張
載
の
謂
が
、
後
の
程
瀬
の
常
祭
と

　
し
て
の
西
代
祭
祀
の
主
張
の
下
敷
き
に
な
っ
た
可
能
性
を
う
か
が
わ
せ
る
。
程
頗

　
の
四
代
祭
肥
説
に
つ
い
て
は
三
章
二
節
参
照
。

⑯
愚
蒙
噸
経
学
理
窟
駄
祭
祀
、
第
一
条
。

⑰
張
載
『
経
学
理
窟
㎞
宗
法
、
第
二
条
。

⑱
　
公
卿
が
「
貧
賎
の
中
か
ら
抜
き
出
て
」
公
相
に
至
る
、
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、

　
溝
口
雄
三
氏
は
「
貧
朧
の
中
か
ら
抜
き
出
て
」
の
部
分
を
と
り
あ
げ
、
張
載
の
所

　
論
が
士
大
夫
と
し
て
の
立
場
に
た
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
論
拠
と
さ
れ
て
い
る
。

　
（
戸
辮
芳
郎
氏
・
蜂
屋
邦
夫
氏
・
溝
口
雄
三
隠
避
儒
教
史
』
山
路
出
版
社
、
｝
九

　
八
七
年
）
。
ま
た
菰
口
触
氏
も
こ
の
表
現
を
宋
代
が
「
新
興
士
大
夫
階
級
の
琶
界
」

　
で
あ
っ
た
之
と
を
物
語
る
も
の
と
し
て
お
ら
れ
る
（
同
氏
「
関
学
の
特
徴
（
H
）

　
一
「
礼
」
を
中
心
に
し
て
一
」
『
文
化
睡
三
十
三
巻
一
二
号
、
一
九
六
九
年
）
。

　
こ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
は
、
た
と
え
公
卿
と
あ
っ
て
も
貧
賎
と
い
う
の

　
で
あ
る
な
ら
ば
、
士
大
夫
よ
り
上
層
の
入
物
と
い
う
意
を
強
調
す
る
の
は
不
適
当

　
と
い
う
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
貧
賎
の
中
か
ら
云
々
と
は

　
公
卿
が
実
相
に
昇
る
形
容
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
公
卿
と
公
稲
を
比

　
点
し
た
場
合
、
公
相
の
方
が
高
位
に
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
「
貧
賎
」
は
客
観
的
に

　
貧
賎
で
あ
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
公
卿
が
公
相
に
比
べ
て
「
貧
」

　
か
つ
「
賎
」
で
あ
る
こ
と
の
形
容
で
あ
る
、
と
考
え
る
。

⑲
張
載
『
経
学
理
窟
輪
宗
法
、
第
八
条
。

⑳
張
載
噌
経
学
理
窟
』
宗
法
、
第
七
条
。

⑳
　
恩
蔭
・
恩
沢
の
制
度
に
つ
い
て
は
梅
原
郁
氏
欄
宋
代
官
僚
制
度
研
究
』
同
朋
舎
、

　
｝
九
八
五
年
、
を
参
照
し
た
。

⑫
　
満
載
が
生
涯
で
つ
と
め
た
官
職
は
、
壱
州
岡
法
参
軍
、
丹
州
雲
巖
県
令
、
著
作

　
佐
郎
、
親
書
賀
州
軍
事
判
官
公
事
、
濡
文
院
校
轡
、
知
太
常
礼
院
で
あ
る
。

⑳
　
島
田
慶
次
言
明
中
国
に
お
け
る
近
代
思
惟
の
挫
折
㎞
筑
摩
書
一
房
、
～
九
七
〇
年

⑳
　
例
え
ば
本
田
濟
氏
編
『
中
国
哲
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
臨
世
界
思
想
劇
、
｝
九

　
七
五
年
、
五
四
頁
。

⑳
　
呂
大
臨
「
横
渠
先
生
行
状
」
『
張
載
集
』
所
引
。

⑳
顧
炎
武
や
黄
宗
義
と
同
様
の
地
平
か
ら
張
載
の
井
田
封
建
論
を
論
じ
た
も
の
に

　
張
岱
年
門
関
於
張
載
的
思
想
和
著
作
」
『
張
載
中
隔
所
収
、
中
華
磁
北
、
一
九
七

　
八
年
、
が
あ
る
。

⑳
　
直
轄
『
経
学
理
窟
臨
周
礼
、
第
六
条
。

⑬
　
三
編
『
経
学
理
窟
㎞
周
礼
、
第
十
条
。

⑲
　
こ
の
楽
観
性
は
、
系
図
作
成
と
宗
法
実
践
が
世
族
の
問
に
限
り
な
が
ら
、
「
天

　
下
の
人
心
を
管
熱
す
る
」
作
用
ま
で
期
待
し
て
い
る
こ
と
に
も
通
じ
て
い
よ
う
。

⑳
吉
川
幸
次
郎
氏
「
近
世
支
那
の
倫
理
意
識
」
『
岩
波
講
座
倫
理
学
』
第
一
二
冊
、

　
一
九
四
一
年
、
蟹
口
川
幸
次
郎
全
集
』
第
一
六
巻
、
筑
摩
書
房
、
　
一
九
七
〇
年
、

　
所
収
。

⑪
　
呂
大
廟
「
横
渠
先
生
行
状
」
噸
張
蟻
集
』
所
引
。

⑳
　
司
馬
光
「
論
謹
書
」
『
張
載
集
㎞
所
引
。

⑳
⑭
　
渡
辺
浩
氏
「
儒
学
史
の
解
釈
の
一
解
釈
」
叫
東
ア
ジ
ア
の
王
権
と
思
想
』
東
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京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
。

三
程
願
の
宗
法
論
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H
　
張
載
宗
法
論
の
継
承
と
展
開

　
こ
と
宗
法
論
に
関
し
て
は
、
張
載
と
程
願
の
間
に
は
緊
密
な
関
係
が
あ
る
。
甚
だ
し
い
場
合
、
程
願
の
語
録
の
中
に
、
張
載
の
宗
法
論
と
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

言
「
句
違
わ
ぬ
同
「
の
文
章
が
程
願
の
発
言
と
し
て
お
さ
め
ら
れ
て
い
た
り
す
る
。
そ
の
た
め
、
程
顧
の
宗
法
論
の
中
に
は
、
艦
載
の
宗
法
論

の
諸
特
徴
を
概
ね
す
べ
て
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
心
願
の

　
　
宗
子
の
法
が
立
た
な
け
れ
ば
、
朝
廷
に
云
為
は
な
い
。
宗
法
は
是
非
と
も
＝
～
の
巨
公
の
家
の
立
法
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宗
法
が
立
て
ば
人
は
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
の
お
の
来
源
が
わ
か
る
。

と
い
う
発
言
は
、
第
一
句
め
、
第
三
富
め
は
置
鼓
の
発
言
と
は
全
く
同
文
、
第
二
責
め
も
宗
法
実
践
の
対
象
を
大
臣
の
家
に
限
っ
て
い
る
点
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

張
載
と
同
一
内
容
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
姫
様
と
張
載
の
宗
法
論
は
全
く
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
し
か
し
程
顧
の
語
録
中
に
は
、
張
載
と
矛
盾
す
る
内
容
の
発
言
も
あ
わ
せ
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
し
、
ま
た
程
願
独
自
の
主
張
も
あ
る
。
ま
た

張
載
と
同
一
の
文
章
で
も
、
程
願
独
自
の
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
張
載
と
は
別
の
意
を
も
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
以
下
、
葺
石
の
宗
法
論
を
張

載
と
の
相
違
点
に
注
目
し
つ
つ
、
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

　
ま
ず
、
張
載
の
宗
法
論
の
特
徴
を
な
し
て
い
た
、
宗
法
の
嫡
長
子
主
義
の
復
活
に
よ
っ
て
、
大
臣
の
家
を
、
家
産
の
男
子
均
分
分
割
に
よ
る

細
分
化
か
ら
守
り
継
承
し
よ
う
と
い
う
・
王
張
に
つ
い
て
、
程
願
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
見
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。
青
島
は
い
う
。

　
　
　
…
…
い
ま
も
し
一
二
の
巨
公
の
家
で
宗
子
の
法
を
行
お
う
と
試
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
す
べ
は
墨
守
を
む
ね
と
す
る
の
が
よ
く
、
そ
れ
は
唐
の
時
廟
院
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
立
て
た
と
き
の
よ
う
に
、
祖
先
伝
来
の
財
産
を
分
割
せ
ず
、
一
人
に
こ
れ
を
主
ら
せ
た
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
上
述
の
張
載
の
主
張
と
全
く
同
一
内
容
で
あ
り
、
華
南
が
張
載
の
主
張
を
支
持
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
、



張載・程願の宗法論について（佐々木）

次
の
よ
う
な
発
言
も
残
さ
れ
て
い
る
。

　
　
後
世
、
骨
肉
の
間
で
、
憎
み
あ
っ
て
紛
争
を
起
こ
す
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
は
実
の
と
こ
ろ
財
産
を
争
っ
て
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
財
産
を
均
布
さ
せ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
宗
法
を
立
て
、
富
が
法
を
つ
く
れ
ば
、
争
い
の
種
は
な
い
。

　
こ
こ
で
程
顧
は
、
骨
肉
の
争
い
を
さ
け
る
た
め
に
財
産
を
均
布
せ
よ
と
い
う
。
財
産
の
均
布
、
す
な
わ
ち
均
分
を
原
則
と
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
嫡
長
子
一
子
に
財
産
を
集
中
さ
せ
継
承
さ
せ
よ
う
と
す
る
主
張
と
は
全
く
逆
行
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
宗
法
を
放
棄
し
て

均
分
に
す
る
の
で
は
な
い
。
財
産
を
均
分
に
し
、
な
お
か
つ
そ
の
う
え
で
宗
法
を
立
て
よ
、
と
程
顧
は
い
う
の
で
あ
る
。
で
は
程
顧
が
こ
こ
で

い
う
「
宗
法
」
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
に
は
以
下
の
発
言
が
参
考
に
な
ろ
う
。
程
顧
の
宗
法
論
と
し
て
よ
く
引
用
さ
れ
て
き
た

文
章
で
あ
る
。

　
　
今
は
宗
子
の
法
が
無
い
の
で
、
朝
廷
に
も
藩
臣
が
い
な
い
。
も
し
宗
子
の
法
が
立
て
ば
、
人
は
祖
を
尊
び
、
本
を
重
ん
じ
る
こ
と
を
知
る
。
人
が
本
を
重

　
　
　
ん
じ
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
朝
廷
の
勢
い
は
自
ず
か
ら
尊
く
な
る
。
古
は
子
弟
は
父
兄
に
従
っ
た
が
、
今
は
父
兄
が
子
弟
に
従
っ
て
い
る
。
（
子
弟
が
強
く

　
　
な
っ
た
の
だ
。
）
こ
れ
は
本
を
知
ら
な
い
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
漢
の
高
祖
が
流
を
下
そ
う
と
し
た
時
な
ど
は
、
た
だ
吊
書
を
浦
の
父
老
に
与
え
た
だ

　
　
け
で
あ
っ
た
の
に
、
そ
の
父
老
は
子
弟
を
率
い
て
従
う
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
司
馬
相
如
が
蜀
へ
使
者
と
し
て
お
も
む
い
た
と
き
も
、
書
を
お
く
っ
て

　
　
父
老
を
責
め
、
そ
の
後
子
弟
は
み
な
そ
の
命
を
聞
い
て
従
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
一
個
の
尊
卑
上
下
の
分
が
あ
っ
て
、
し
か
る
の
ち
に
従
順
に
し
て
乱
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
　
が
な
く
な
る
。
法
が
無
い
ま
ま
こ
れ
を
聯
属
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
よ
か
ろ
う
。
…
…

　
程
顧
の
宗
法
復
活
の
目
的
の
力
点
は
、
親
族
内
に
道
徳
的
人
倫
秩
序
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
宗
法
は
親
族
内
の
コ
個
尊
卑
上
下

の
分
」
の
量
口
い
換
え
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
用
法
で
あ
れ
ば
、
先
程
の
「
財
産
を
均
物
し
、
宗
法
を
立
て
る
」
と
い
う
文
章
に
も
適

合
す
る
。
す
な
わ
ち
財
産
に
つ
い
て
は
均
等
に
分
け
た
う
え
で
、
親
族
内
を
尊
卑
上
下
の
道
徳
律
を
も
っ
て
秩
序
化
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
意

駕
す
る
。
す
な
わ
ち
宗
法
は
経
済
的
な
面
ま
で
は
及
ば
な
い
、
道
徳
的
な
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
甘
干
の
宗
法
実
現

に
よ
る
最
終
的
な
目
的
は
「
子
弟
が
尊
長
に
従
う
」
こ
と
に
止
ま
り
、
家
産
の
規
模
を
維
持
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
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さ
ら
に
こ
の
発
言
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
宗
法
実
践
者
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
高
位
高
官
者
で
は
全
く
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
下
線
の
冒
頭
の
一
文
こ
そ
、
張
載
の
発
言
と
全
く
同
文
で
あ
る
が
、
し
か
し
後
に
続
く
内
容
は
、
張
工
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。

張
載
の
発
言
は
「
公
卿
」
「
公
相
」
な
ど
の
語
彙
に
彩
ら
れ
、
「
世
臣
」
と
は
実
際
に
官
僚
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
意
味
し
て
い
た
。
し
か
し
、

こ
こ
で
程
願
が
宗
法
の
実
践
者
と
し
て
あ
げ
て
い
る
の
は
、
地
方
の
父
老
の
一
族
で
あ
る
。
父
老
は
三
老
と
は
異
な
り
滝
壷
か
ら
任
命
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

官
僚
の
ポ
ス
ト
で
は
な
く
、
血
縁
関
係
に
お
け
る
尊
長
を
い
み
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
「
世
臣
」
と
い
う
語
で
示
さ
れ
る
内
容

は
、
雨
男
の
よ
う
に
実
際
に
官
僚
で
あ
る
こ
と
を
意
離
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
張
載
と
同
一
の
文
章
が
、
程
願
独
自
の
文
脈
で
用
い
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
く
違
う
意
を
も
つ
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

　
程
願
は
何
ゆ
え
官
僚
で
は
な
い
人
々
を
、
「
世
臣
」
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
皇
帝
は
人
民
の
父
で
あ
り
、
人
民

は
皇
帝
の
子
で
あ
る
と
い
う
家
族
国
家
観
が
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
家
族
国
家
観
に
お
い
て
、
人
民
の
親
族
内
に
子
弟
の
尊
長
に
対
す

る
尊
奉
と
服
従
と
い
う
尊
卑
上
下
の
秩
序
が
確
立
す
れ
ば
、
そ
れ
は
皇
帝
へ
の
尊
奉
と
服
従
の
確
立
に
結
び
つ
く
。
そ
し
て
さ
ら
に
一
朝
時
あ

っ
た
場
合
、
父
老
は
皇
帝
の
命
に
従
い
、
子
弟
は
父
老
の
命
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
上
下
の
支
配
は
貫
徹
し
、
匹
夫
た
り
と
も
臣
下
と
し
て
機

　
　
⑧

凝
す
る
。
こ
の
理
解
に
よ
っ
て
、
門
島
の
場
合
高
位
高
宮
者
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
宗
法
の
実
践
主
体
が
、
程
願
に
お
い
て
は
さ
ら
に
士
大
夫
、

そ
し
て
庶
民
へ
と
広
が
る
可
能
性
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
ま
た
、
張
載
の
場
合
特
に
重
視
さ
れ
て
い
た
嫡
長
子
継
承
は
、
絡
頭
の
場
合
「
尊
卑
上
下
の
分
」
と
い
っ
た
親
族
内
の
秩
序
道
徳
の
中
に
吸

収
さ
れ
、
張
載
ほ
ど
強
調
さ
れ
て
は
い
な
い
。
程
願
が
あ
え
て
「
嫡
長
子
」
を
強
調
せ
ず
、
「
尊
卑
上
下
の
分
」
と
い
う
よ
う
な
一
般
道
徳
的

な
表
現
を
用
い
た
理
由
は
、
彼
の
個
人
的
な
体
験
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
あ
げ
た
文
章
は
、
平
家
で
実
際
行
わ
れ
て
い
た
祭

祀
の
あ
り
か
た
を
つ
た
え
る
資
料
で
あ
る
。

　
　
伊
川
先
生
は
臨
終
を
む
か
え
よ
う
と
し
て
い
た
と
き
、
端
中
に
遺
言
し
て
「
子
を
立
て
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
そ
れ
は
嫡
子
の
端
彦
を
指

　
　
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
語
は
絶
え
て
亡
く
な
ら
れ
た
。
や
が
て
喪
が
あ
け
、
明
道
の
長
孫
の
昂
が
自
分
が
立
つ
べ
き
だ
と
考
え
た
が
、
侯
師
聖
（
伸
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良
。
二
王
の
門
人
で
、
二
君
の
母
方
の
お
じ
の
孫
）
は
だ
め
だ
と
し
た
。
田
叩
は
い
っ
た
。
「
明
道
は
廟
に
入
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
す
か
。
」
師
聖
は
言

っ
た
。
「
わ
た
し
は
私
意
を
あ
え
て
容
認
す
る
こ
と
は
し
な
い
の
だ
。
明
道
は
太
中
（
二
程
の
父
程
痢
）
よ
り
先
に
亡
く
な
っ
て
い
て
、
太
中
を
継
い
で

主
祭
し
て
い
た
の
は
伊
川
で
あ
る
。
今
伊
川
を
継
ぐ
の
は
端
彦
で
な
く
て
誰
だ
ろ
う
か
。
」
議
は
こ
こ
で
始
め
て
定
ま
っ
た
。
あ
る
人
が
師
聖
に
言
っ
た
。

「
明
道
が
死
ん
で
い
る
の
に
そ
の
長
子
は
立
て
な
い
べ
き
な
の
で
す
か
？
」
（
師
説
は
）
言
っ
た
。
「
廟
を
立
て
た
の
は
伊
川
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
の

う
え
明
道
の
長
子
は
す
で
に
死
し
て
久
し
い
。
い
わ
ん
や
古
に
は
諸
侯
が
宗
を
奪
い
、
庶
姓
は
嫡
を
奪
う
と
い
う
説
が
あ
り
、
義
を
も
っ
て
起
こ
す
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

な
の
だ
。
い
わ
ん
や
立
廟
は
伊
川
か
ら
始
ま
る
で
は
な
い
か
。
」

　
程
顧
の
高
弟
勢
淳
が
「
こ
の
一
段
は
誤
っ
て
い
る
」
と
注
記
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
に
み
え
る
程
願
の
行
動
も
侯
師
聖
の
裁
定
も
、
宗
法
の
嫡

長
子
継
承
の
原
則
か
ら
は
外
れ
て
い
る
。
程
顯
（
明
道
）
が
兄
で
程
願
（
伊
川
）
は
弟
で
あ
り
、
本
来
程
願
に
父
程
璃
の
祭
祀
を
主
催
す
る
権

利
は
な
い
。
宗
法
の
嫡
長
子
継
承
の
規
定
か
ら
す
れ
ば
、
電
蓄
の
子
等
諮
が
主
祭
し
て
程
璃
と
程
顎
を
祭
り
、
程
願
は
端
驚
の
、
そ
し
て
端
諮

の
死
後
は
昂
の
主
祭
す
る
祭
祀
に
参
加
す
る
と
い
う
形
を
と
る
の
が
筋
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
昂
の
主
張
こ
そ
が
正
論
な
の
で
あ
る
。
し
か
し

程
願
は
程
家
の
長
孫
た
る
青
熟
の
存
在
を
無
視
し
、
程
家
の
廟
を
自
ら
の
手
で
建
て
、
自
ら
規
程
痢
の
祭
祀
を
主
祭
し
て
い
る
。
程
願
の
行
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

も
、
そ
れ
を
認
め
た
轡
師
聖
の
判
断
も
、
宗
法
原
則
に
照
ら
せ
ば
ま
さ
し
く
誤
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
程
願
自
身
、
後
継
を
庶
長
子
で
比
較
的

優
秀
な
端
中
で
な
く
年
少
の
嫡
長
子
端
彦
を
選
ん
だ
あ
た
り
に
は
、
嫡
長
子
優
位
の
礼
を
ゆ
る
が
せ
に
し
て
い
い
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

　
で
は
な
ぜ
、
程
願
自
身
は
嫡
長
子
継
承
の
礼
を
と
ら
な
か
っ
た
の
か
。
問
題
は
程
珀
死
去
時
、
兄
程
顯
が
已
に
こ
の
世
に
な
か
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
も
し
父
程
璃
の
逝
去
時
に
兄
程
顯
が
生
き
て
い
た
な
ら
ば
、
当
然
兄
程
顯
が
宗
子
と
な
り
程
顧
は
そ
の
後
に
従
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
程
顯
は
す
で
に
逝
去
し
て
お
り
、
嫡
長
子
継
承
を
守
る
な
ら
ば
、
満
願
は
甥
端
驚
の
後
に
従
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
叔
父
が
甥
に
従
う
こ

と
に
な
る
。
さ
ら
に
端
驚
も
比
較
的
若
い
う
ち
に
世
を
去
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
嫡
長
子
主
義
を
貫
く
な
ら
ば
、
訴
願
は
甥
孫
の
後
に
従
う
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
嫡
長
子
は
同
世
代
の
者
の
問
で
あ
れ
ば
尊
長
た
る
存
在
で
あ
る
が
、
世
代
を
こ
え
て
嫡
長
子
継
承
を
貫
い
た
ば
あ
い
、
か
え
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⑪

っ
て
尊
か
つ
長
の
者
が
幼
か
つ
卑
な
る
者
の
後
に
従
う
と
い
う
、
尊
卑
上
下
の
分
を
乱
す
こ
と
に
つ
な
が
る
事
態
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
宗
法
自

体
に
は
ら
ん
で
い
た
矛
盾
こ
そ
が
、
程
顧
に
こ
と
さ
ら
に
嫡
長
子
継
承
と
い
う
側
面
だ
け
を
主
張
さ
せ
ず
、
「
尊
卑
上
下
の
分
」
と
一
般
的
親

族
道
徳
律
と
し
て
宗
法
を
と
ら
え
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
一
つ
の
理
由
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
に
至
っ
て
論
者
の
お
か
れ
た
環
境
が
そ
の
所
論
に
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
程
願
は
晩
年
に
官
途
に
つ
い
た
｝
時
期
を

除
け
ば
、
つ
ね
に
親
族
と
と
も
に
故
郷
の
地
で
人
生
を
送
っ
た
。
張
載
が
年
少
時
に
父
の
赴
任
と
と
も
に
故
郷
を
離
れ
、
そ
の
ま
ま
親
族
と
は

離
れ
て
人
生
を
送
っ
た
の
と
好
対
照
で
あ
る
。
そ
ん
な
張
載
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
傍
系
を
排
除
し
た
嫡
長
子
継
承
に
焦
点
を
あ
て
、
一
大
宗

四
小
宗
の
構
造
に
無
関
心
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
弱
吟
の
関
心
は
傍
系
を
ふ
く
め
た
族
総
体
、
す
な
わ
ち
一
大
宗
四
小
宗
の
構
造
に
向
け
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
節
を
改
め
て
考
察
し
た
い
。
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口
親
族
構
造
の
宗
法
的
変
革

　
　
宗
子
の
法
が
壊
れ
た
の
で
入
は
自
身
の
来
源
を
知
ら
な
い
。
そ
の
た
め
四
方
に
流
転
し
て
、
往
往
と
し
て
五
骨
内
の
親
族
で
あ
る
の
に
、
お
互
い
に
識
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
な
い
と
い
っ
た
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
程
願
の
発
言
の
前
半
の
～
文
は
張
番
の
も
の
と
全
く
同
文
で
、
宗
法
に
よ
っ
て
祖
先
か
ら
自
ら
に
至
る
継
承
性
の
自
覚
の
喚
起
を
述
べ

る
。
し
か
し
後
に
続
く
一
文
は
、
程
顧
独
自
の
文
章
で
、
宗
法
の
確
立
が
親
族
の
「
結
合
」
に
寄
与
す
る
と
い
う
、
張
載
に
は
欠
け
て
い
た
視

点
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
程
願
の
い
う
こ
の
宗
法
に
よ
る
「
結
合
」
と
は
い
か
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
は
、
後
に
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
「
結

合
」
す
な
わ
ち
一
族
全
体
に
対
す
る
着
目
は
、
四
小
面
の
意
を
盛
り
得
る
四
代
の
祖
先
の
祭
祀
を
提
唱
し
た
こ
と
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ

る
。
張
載
は
宗
法
と
祭
祀
と
の
間
の
齪
撫
を
結
局
解
決
で
き
な
か
っ
た
が
、
程
願
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。

　
　
天
子
よ
り
庶
人
に
至
る
ま
で
五
服
に
は
違
い
は
な
く
、
皆
高
祖
ま
で
に
及
ん
で
い
る
。
服
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
以
上
、
祭
祀
も
こ
の
よ
う
で
あ
る
べ
き
だ
。
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そ
の
多
寡
と
い
う
き
ま
り
に
つ
い
て
は
、
考
察
す
べ
き
余
地
は
あ
る
の
だ
が
、
た
だ
理
は
必
ず
こ
の
よ
う
で
あ
る
。
七
廟
宇
廟
で
あ
っ
て
も
、
祭
は
高
祖

　
　
に
及
ん
で
い
る
だ
け
だ
。
大
夫
士
が
三
身
、
二
廟
、
～
廟
、
あ
る
い
は
耳
触
に
祭
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
は
い
る
が
（
祭
祀
が
）
高
祖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
に
及
ぶ
こ
と
は
害
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
四
代
の
祖
先
を
祭
祀
す
る
こ
と
の
正
当
性
の
根
拠
は
、
五
服
に
求
め
ら
れ
て
お
り
、
宗
法
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
お
そ
ら
く
は

宗
法
が
本
来
高
位
高
官
者
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
士
大
夫
や
庶
人
が
実
践
す
る
に
は
そ
も
そ
も
北
越
で
、
論
拠
に
な
り
え
な
い
と
い
う
こ

　
　
　
　
⑭

と
に
あ
ろ
う
。
し
か
し
五
服
は
社
会
的
身
分
の
如
何
を
問
わ
な
い
、
す
べ
て
の
人
々
に
共
通
の
礼
で
あ
る
。
程
顧
は
あ
え
て
宗
法
に
ふ
れ
ず
五

服
を
根
拠
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
的
階
層
の
上
下
を
問
わ
ず
、
宗
法
と
一
体
化
し
た
祭
祀
を
行
う
こ
と
の
正
当
化
に
成
功
し
た
。
そ
し

て
宗
法
の
実
践
主
体
が
高
位
高
官
で
あ
る
と
い
う
経
書
の
位
置
付
け
は
棚
上
げ
さ
れ
、
士
大
夫
や
庶
民
の
一
族
で
あ
っ
て
も
、
祭
祀
に
よ
っ
て

四
小
宗
の
か
た
ち
に
親
族
を
構
造
化
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
ま
た
程
顧
の
宗
法
復
活
の
主
張
は
四
小
宴
の
域
を
越
え
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
程
願
は
冬
至
に
は
始
祖
を
祭
祀
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
始

祖
の
祭
認
は
大
宗
の
意
を
盛
り
得
る
祭
祀
法
で
あ
る
。
た
だ
し
始
祖
の
祭
祀
は
一
般
士
大
夫
や
庶
民
に
と
っ
て
経
書
に
記
さ
れ
て
い
る
身
分
上

の
制
限
を
も
ち
ろ
ん
こ
え
た
祭
祀
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
始
祖
の
祭
肥
が
な
ぜ
許
さ
れ
る
の
か
、
論
拠
を
示
せ
な
か
っ
た
た
め
か
程
願
は

何
ら
言
及
し
て
い
な
い
。
論
拠
も
な
い
ま
ま
に
程
願
が
始
祖
祭
祀
を
提
議
し
た
の
は
、
祭
祀
を
宗
法
に
あ
わ
せ
た
も
の
に
変
革
し
よ
う
と
す
る

あ
ま
り
、
結
論
を
急
い
だ
た
め
と
も
思
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
従
来
、
程
願
の
始
祖
祭
祀
の
提
議
は
、
よ
り
大
き
な
親
族
結
合
の
た
め
に
大
宗
の
復
活
を
め
ざ
し
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
大
宗

の
復
活
、
始
祖
の
祭
祀
を
即
大
規
模
な
親
族
結
合
を
求
め
る
意
と
解
し
て
よ
い
の
か
、
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
点
に
お
い
て
疑
問
が
あ
る
。

　
そ
の
　
は
、
程
願
の
い
う
始
祖
が
「
厭
初
生
民
の
祖
」
と
注
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
厭
初
生
民
の
祖
」
と
は
、
『
詩
経
』
大
雅
・
生
民

に
「
厭
世
生
民
、
維
姜
姫
」
と
あ
る
の
に
基
づ
く
。
露
寒
は
周
の
始
祖
・
后
稜
を
産
ん
だ
母
で
あ
り
、
「
厭
初
生
民
」
は
始
祖
よ
り
潮
つ
た
世

代
の
祖
先
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
で
は
宗
法
の
別
子
に
比
せ
ら
れ
る
よ
う
な
始
祖
と
は
重
な
ら
な
い
。
門
訴
自
身
、
始
祖
の
内
実
に
つ
い
て
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明
言
が
な
い
が
、
朱
喜
…
は
始
祖
に
つ
い
て
、
高
弟
陳
淳
の
問
い
に
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

　
　
陳
淳
　
冬
至
に
始
祖
を
祭
る
と
は
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
祖
の
こ
と
で
す
か
。

　
　
朱
嘉
　
あ
る
人
は
受
忍
の
祖
だ
と
い
う
。
昼
鳶
で
あ
れ
ば
藥
叔
の
類
い
の
よ
う
な
も
の
だ
。
あ
る
人
は
厭
初
生
民
の
祖
だ
と
い
う
。
盤
古
（
天
地
開
閥
蒔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
　
　
　
の
始
め
に
出
現
し
た
最
初
の
人
間
）
の
類
い
の
よ
う
な
も
の
だ
。

　
程
頭
の
想
定
し
た
「
厭
気
生
民
の
祖
」
が
、
朱
喜
…
の
い
う
よ
う
に
盤
古
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
で
親
族
結
合
を
果
た
す
の
は
な

か
な
か
に
無
理
が
あ
ろ
う
。
擬
古
を
祭
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
し
親
族
結
合
を
果
た
そ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
結
合
す
べ
き
親
族
は
、
現
在

生
き
て
い
る
人
類
す
べ
て
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
或
い
は
「
受
血
の
祖
」
で
あ
れ
ば
、
結
合
す
る
の
は
同
姓
の
者
す
べ
て
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
を
始
祖
と
し
て
祭
っ
て
も
、
一
個
の
集
団
と
し
て
結
束
の
で
き
る
よ
う
な
親
族
結
合
を
果
た
す
の
は
無
理
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。

　
さ
ら
に
、
始
祖
祭
祀
の
主
祭
権
を
も
つ
の
は
誰
か
、
と
い
う
点
に
程
願
が
何
ら
言
及
し
て
い
な
い
と
い
う
点
も
、
大
親
族
結
合
を
目
的
と
す

る
も
の
で
あ
れ
ば
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
も
し
す
べ
て
の
祭
紀
組
…
織
即
ち
各
小
難
が
そ
れ
ぞ
れ
始
祖
を
祭
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
い
か
に
始
祖
を
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

つ
た
と
こ
ろ
で
、
親
族
結
合
は
果
た
し
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
程
顧
は
始
祖
祭
祀
を
提
起
し
つ
つ
も
、
始
祖
は
誰
な
の
か
、
誰
が
始
祖
を
祭
る

の
か
、
と
い
う
親
族
結
合
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
点
に
つ
い
て
語
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
実
際
程
願
は
「
収
族
の
義
と
は
、
た
だ
た
が
い
に
服
喪
し
て
、
祭
祀
が
及
ぶ
事
柄
に
止
ま
る
」
「
小
宗
は
五
世
を
法
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

五
服
以
上
の
関
係
に
な
れ
ば
族
は
散
じ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
五
服
の
範
囲
内
と
い
う
こ
と
は
、
継
高
祖
小
宗
以
上
の
範
囲
を
越
え
る
こ
と
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
発
言
は
、
程
願
が
四
小
宗
以
上
の
親
族
グ
ル
ー
プ
を
想
定
し
て
い
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
大
宗
に
よ
っ

て
生
じ
る
親
族
グ
ル
ー
プ
を
想
定
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
程
願
自
身
が
奮
明
す
る
「
四
小
宗
内
の
魚
族
」
は
「
結
合
」
に
よ
っ
て
想
起
さ
れ
る
よ
う
な
相
互
扶
助
的
水
平
的
な
関
係
を
導
く
も
の

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
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前
節
で
あ
げ
た
よ
う
に
、
程
顧
は
「
法
無
く
こ
れ
（
親
族
）
を
聯
属
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
良
か
ろ
う
」
と
い
っ
て
い
た
。
つ

ま
り
程
願
は
単
に
親
族
が
大
き
く
結
合
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
親
族
の
中
に
は
「
尊
卑
上
下
」

の
秩
序
が
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
尊
卑
上
下
の
秩
序
に
よ
っ
て
、
親
族
が
構
造
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
如
何
な
る
こ
と
か
、

前
節
で
紹
介
し
た
程
家
で
の
祭
祀
法
を
例
に
と
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
程
昂
は
「
明
道
は
廟
に
入
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
す
か
」
と
不
満
を
訴
え
て
い
た
。
つ
ま
り
程
顯
の
位
牌
は
程
家
の
塊
叩
に
入
れ
ら
れ
て

は
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
事
態
が
お
き
た
真
の
理
由
は
知
る
由
は
な
い
。
し
か
し
、
暦
家
が
も
し
宗
法
原
則
に
則
っ
て
祭
祀
組
織
を
構
成
し

て
い
た
な
ら
ば
、
当
然
に
起
こ
る
現
象
で
あ
る
。
程
願
か
ら
祭
肥
権
を
継
承
し
た
嫡
長
子
端
彦
は
、
祖
父
程
珀
と
、
父
程
顧
を
祭
る
、
与
奪
小

宗
の
宗
子
で
あ
る
。
一
方
程
顎
の
孫
の
程
昂
は
祖
父
粗
悪
と
、
翼
端
麓
を
祭
る
、
継
過
小
宗
の
宗
子
で
あ
り
、
両
者
は
別
の
小
聖
に
属
す
。
別

の
小
宗
に
属
し
て
い
る
祖
先
ど
う
し
の
位
牌
は
、
同
～
の
祭
祀
所
で
祭
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
程
願
の
属
す
小
業
と
、
程
顯
の
属
す

る
小
鰭
を
比
べ
る
と
、
程
願
の
属
す
小
魚
は
よ
り
前
の
世
代
を
祭
っ
て
お
り
、
両
者
を
比
較
す
る
と
、
程
願
系
が
「
本
」
、
程
顯
系
が
「
支
」

と
い
う
関
係
に
あ
る
。
一
族
内
に
、
本
支
嫡
庶
の
弁
別
に
も
と
つ
く
小
包
の
別
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
宗
法
原
理
の
実
践
が
な
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
状
態
が
宗
法
に
よ
る
「
収
族
」
な
の
で
あ
る
。

　
親
族
の
結
合
の
た
め
に
は
、
九
宗
ご
と
に
祭
祀
組
織
を
別
に
す
る
の
は
逆
効
果
で
あ
る
。
程
家
を
例
に
と
る
な
ら
、
薫
習
に
は
程
顯
系
、
程

願
系
の
別
を
と
わ
ず
、
す
べ
て
の
祖
先
の
位
牌
を
入
れ
て
祭
る
方
法
の
方
が
、
よ
り
多
く
の
親
族
が
集
え
、
結
合
に
は
最
も
適
し
て
い
る
。
し

か
し
四
小
満
の
構
造
は
、
そ
の
よ
う
な
方
向
と
は
逆
行
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
結
合
に
適
し
て
い
る
方
法
と
は
い
え
な
い
。
至
愚
が
宗
法
に

よ
っ
て
め
ざ
し
た
も
の
は
、
親
族
の
上
下
の
秩
序
化
・
宗
法
の
形
へ
の
親
族
の
構
造
改
革
、
で
は
あ
っ
て
も
、
親
族
の
水
平
的
な
結
合
に
は
な

か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
そ
し
て
前
章
張
載
の
宗
法
論
を
検
討
し
た
お
り
に
も
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
現
実
に
宗
法
を
実
践
す
る
場
合
の
最
大
の
問
題
は
、
寒
国
の

現
実
の
親
族
観
念
が
宗
法
の
原
理
と
は
異
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
現
実
の
親
族
観
念
が
同
一
の
祖
先
の
子
孫
は
匙
先
に
紺
し
て
同
格
と
さ
れ
本
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家
分
家
と
い
う
関
係
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
の
に
反
し
、
経
書
に
記
さ
れ
た
宗
法
と
は
嫡
系
庶
系
の
弁
別
の
集
積
に
よ
っ
て
な
る
も
の
で
あ

る
の
で
あ
る
。
宗
法
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
中
国
の
現
実
の
親
族
観
念
と
全
く
異
な
る
原
理
を
持
ち
込
も
う
と
す
る
こ
と
な
の
で

あ
り
、
宗
法
の
実
践
が
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
、
い
か
に
現
実
に
即
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
か
が
知
れ
よ
う
。

　
以
上
、
直
願
の
宗
法
論
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
夜
蛾
の
宗
法
論
は
張
載
の
も
の
と
は
か
な
り
異
な
る
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
張
載

の
場
合
高
位
高
官
者
に
限
ら
れ
て
い
た
宗
法
の
実
践
主
体
は
、
心
願
に
至
っ
て
士
大
夫
、
そ
し
て
庶
人
へ
と
拡
大
す
る
方
向
性
を
も
っ
た
。
そ

し
て
張
載
で
は
経
済
的
社
会
的
分
野
に
も
及
ん
で
い
た
嫡
長
子
の
優
位
は
、
程
願
に
お
い
て
は
概
ね
道
徳
的
な
分
野
に
止
め
ら
れ
た
。
そ
の
た

め
一
個
の
家
の
家
産
の
保
持
継
承
と
い
う
…
機
能
は
程
合
に
お
い
て
は
退
潮
し
た
が
、
し
か
し
傍
系
を
含
む
一
群
の
親
族
の
構
造
を
、
祭
祀
の
改

革
に
よ
っ
て
宗
法
の
か
た
ち
に
改
編
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
の
は
程
願
の
創
見
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
程
願
の
宗
法
論
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
評
価
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
程
頗
の
所
論
に
は
張
載
に
み
ら
れ
た
古
の
世
爵
世
禄

の
社
会
へ
の
復
帰
を
め
ざ
し
、
貴
族
制
を
評
価
す
る
と
い
う
様
な
、
あ
る
種
原
理
主
義
的
な
性
格
は
確
か
に
影
を
潜
め
て
い
る
。
し
か
し
、
宗

法
の
か
た
ち
に
親
族
構
造
を
改
編
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
程
顕
の
見
解
を
、
現
実
志
向
の
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
宗
法
は
そ
も
そ
も
現
実
の

中
国
の
親
族
観
念
と
は
原
理
を
異
に
し
て
い
る
た
め
実
現
は
困
難
な
も
の
で
あ
っ
た
。
程
頗
の
宗
法
論
も
、
宋
代
の
現
実
社
会
を
背
景
に
生
み

出
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
張
載
と
同
様
、
古
へ
の
回
帰
と
い
う
宋
学
の
思
想
的
文
脈
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
性
格
の
方
が
よ
り
強

い
と
考
え
ら
れ
る
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
明
一
清
期
の
数
多
く
の
族
譜
序
、
祠
堂
記
で
は
、
そ
の
広
範
な
親
族
結
合
が
宗
法
に
則
る
も
の
で
あ
る
と
し
ば
し
ば
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
古
の
宗
法
を
現
実
に
行
う
べ
き
だ
と
論
じ
た
の
は
確
か
に
血
膿
で
あ
っ
た
。
し
か
し
本
稿
で
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
本
来
宗
法
は
上
下
の

秩
序
に
重
点
が
あ
り
、
親
族
と
し
て
の
｝
体
感
に
基
づ
く
結
合
を
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
張
載
と
程
願
の
宗
法
論
は
か
な
り
の
違
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い
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
両
者
と
も
に
察
法
の
古
義
を
踏
ま
え
、
宗
法
に
よ
る
結
合
で
は
な
く
秩
序
を
志
向
し
て
い
た
。

し
か
し
宗
法
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
根
幹
で
あ
る
嫡
長
子
継
承
主
義
は
結
合
に
適
し
た
法
で
は
な
い
上
、
ま
た
現
実
の
親
族
概
念
か
ら
乖
離
し

た
も
の
で
、
実
現
は
困
難
な
性
質
を
も
っ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
張
・
程
の
宗
法
論
の
立
脚
点
は
理
想
た
る
古
に
あ
り
現
実
社
会
の
現
状
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
明
清
期
の
人
々
が
、
思
至
の
意
を
う
け
て
宗
法
に
則
っ
て
い
る
と
述
べ
た
の
は
、
明
清
当
時
に
生
ま
れ
た
親
族
結
合
を
、

経
書
の
語
彙
に
よ
っ
て
そ
の
道
徳
的
正
し
さ
を
謳
う
た
め
に
、
現
実
の
親
族
の
か
た
ち
と
は
そ
の
内
容
を
異
に
し
な
が
ら
も
宗
法
の
語
を
使
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
て
い
っ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
今
の
段
階
で
は
こ
れ
は
推
測
に
す
ぎ
な
い
。
明
清
時
代
の
宗
法
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
稿
を

改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

①
こ
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
早
口
治
罰
「
張
横
雲
と
程
伊
川
の
礼
一
1
宗
法
を
中

　
心
に
し
て
一
」
『
集
刊
東
洋
学
騙
二
六
、
一
九
七
四
年
、
小
島
毅
氏
『
宋
学
の

　
形
成
と
展
開
隔
申
文
社
、
一
九
九
九
年
、
参
照
。
こ
れ
ら
の
研
究
で
、
張
載
と
二

　
程
は
同
時
代
人
で
あ
り
、
か
つ
遠
い
親
戚
関
係
に
あ
た
り
、
学
問
的
な
交
流
が
あ

　
つ
た
こ
と
、
張
載
の
門
人
で
張
墜
死
後
程
願
に
師
事
し
た
者
も
多
く
、
そ
の
う
ち

　
に
は
礼
学
に
秀
で
た
呂
大
池
ら
が
い
た
こ
と
。
そ
し
て
程
子
は
張
載
の
礼
学
を
高

　
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
、
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

②
『
河
南
程
子
遣
書
』
巻
第
一
七
、
第
四
七
条
。

③
　
山
根
三
芳
氏
凹
宋
代
礼
説
研
究
』
渓
水
祉
、
一
九
九
六
年
、
一
五
三
…
一
五
四

　
頁
。

④
噸
河
南
程
子
遣
書
』
巻
第
一
五
、
第
五
七
条
。
唐
楽
の
廟
院
以
下
の
発
言
は
、

　
張
載
噸
経
学
理
屈
翫
宗
法
、
第
八
条
「
後
来
朝
廷
有
制
、
曾
任
両
府
則
宅
舎
不
許

　
分
、
意
欲
後
世
尚
存
某
官
需
宅
導
管
一
影
堂
、
塾
主
有
是
人
、
然
宗
法
不
立
、
則

　
此
亦
不
濟
事
」
を
ふ
ま
え
て
い
る
。

⑤
『
河
南
程
子
遺
書
臨
巻
第
一
七
、
第
二
〇
条
。

⑥
『
河
南
世
子
遺
書
』
巻
帯
一
八
、
第
二
三
七
条
。

⑦
漢
代
の
父
老
や
三
老
に
つ
い
て
は
、
宇
都
宮
清
吉
氏
隅
中
国
古
代
中
世
史
研

　
究
』
創
文
社
、
一
九
七
七
年
、
お
よ
び
鷹
取
佑
司
氏
「
漢
代
三
老
の
変
化
と
教

　
化
」
『
東
洋
史
研
究
㎞
五
三
巻
二
号
、
一
九
九
四
年
、
参
照
。

⑧
家
族
国
家
観
に
つ
い
て
は
尾
形
勇
氏
『
中
国
古
代
の
家
と
国
家
㎞
岩
波
書
店
、

　
一
九
七
九
年
、
小
野
和
子
氏
魍
五
四
時
期
家
族
論
の
背
景
匝
下
口
舎
、
｝
九
九
二

　
年
、
参
照
。
ま
た
家
族
国
家
観
念
は
張
星
が
自
身
の
存
在
論
を
も
と
に
主
張
し
た

　
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
「
西
銘
」
に
は
門
大
君
者
、
吾
父
母
之
宗
子
、
大
臣
者
、

　
宗
子
之
家
相
也
」
と
あ
る
。

⑨
四
河
南
聖
子
外
書
㎞
巻
第
七
、
第
四
三
条
。

⑩
明
末
の
人
、
呂
坤
は
こ
の
点
を
指
摘
し
て
程
願
の
行
動
を
批
判
し
て
い
る
。
呂

　
坤
『
四
礼
疑
睡
巻
～
、
通
礼
、
八
葉
表
－
九
葉
裏
。

⑪
こ
の
問
題
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
の
が
清
初
の
人
毛
重
織
で
あ
っ
た
。
拙
論

　
「
毛
奇
齢
の
噛
朱
子
家
礼
』
批
判
」
参
照
。

⑫
噸
河
南
程
子
遺
書
』
巻
第
～
五
、
第
五
七
条
。

⑬
噸
河
南
程
子
遺
書
睡
巻
第
｝
五
、
第
～
五
九
条
。

⑭
　
　
魍
河
南
程
子
遣
書
』
巻
第
二
上
に
は
「
宗
を
立
て
る
の
は
朝
廷
の
禁
じ
て
い
る
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と
こ
ろ
で
は
な
い
、
た
だ
人
が
自
分
か
ら
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
う
れ
え

　
る
の
み
で
あ
る
」
と
い
う
語
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
思
惑
い
ず
れ
の
語
か
不
明
で

　
あ
る
が
、
宗
法
実
践
の
主
張
に
あ
た
っ
て
朝
廷
は
禁
じ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を

　
い
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
や
は
り
宗
法
が
士
大
夫
や
庶
人
に
と
っ
て
借
越

　
な
礼
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

⑮
明
河
南
程
子
遺
書
㎞
巻
第
一
八
、
第
；
三
条
。

⑯
清
水
盛
光
氏
前
掲
書
、
井
上
徹
氏
前
掲
書
。

⑰
欄
朱
子
親
類
隔
巻
九
十
、
礼
七
、
祭
、
第
＝
八
条
。

⑱
た
と
え
ば
、
実
際
、
朱
蕪
は
程
願
の
説
に
な
ら
っ
て
始
祖
を
祭
っ
て
い
た
時
期

　
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
（
噸
朱
子
語
類
輪
巻
第
九
十
、
礼
七
、
祭
、
第
二
六

　
条
）
。
し
か
し
朱
蕪
の
本
貫
は
新
安
で
、
九
代
前
の
祖
先
が
四
三
に
移
住
し
、
そ

　
し
て
父
朱
松
の
赴
任
に
伴
い
福
建
の
地
に
移
住
し
、
自
身
も
官
途
に
つ
い
て
以
後

　
は
任
地
を
転
々
と
し
て
過
ご
し
た
。
朱
蕪
は
広
い
範
囲
の
親
族
を
結
合
し
う
る
状

　
況
に
は
な
く
、
そ
の
始
祖
祭
祀
は
親
族
結
合
の
た
め
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た

　
朱
蕪
は
自
著
に
門
新
安
朱
軽
し
と
記
す
な
ど
本
貫
が
新
安
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し

　
て
お
り
、
朱
宗
の
嫡
流
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
も
っ
て
い
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。

　
朱
蕪
の
家
系
や
家
庭
環
境
に
つ
い
て
は
、
三
浦
国
雄
氏
『
朱
子
紬
講
談
社
、
一
九

　
七
八
年
、
衣
川
強
氏
『
朱
工
臨
白
帝
社
、
一
九
九
四
年
。

⑲
『
河
南
程
子
遺
書
輪
巻
第
一
七
、
第
五
一
条
、
五
三
条
。

㊧
　
イ
ー
ブ
リ
ー
と
ワ
ト
ソ
ン
は
門
親
族
関
係
の
用
語
は
、
他
の
中
国
の
古
典
の
用

　
語
と
同
様
、
中
核
的
意
味
の
ほ
か
に
、
時
と
と
も
に
増
加
し
た
派
生
義
を
も
つ
」

　
と
の
べ
て
い
る
。
℃
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象
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〔
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8
、
．
“
ぎ
ミ
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曽
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讐
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蕪
翫
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醤
ト
ミ
恥
守
愚
馬
ミ
N
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目
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輩
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Zhang　Zai張載and　Cheng　Yi程噸’s　view　of　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Zong　fa宗法）

descent－lme　system

by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SASAKI　Megumi

　　Song　Neo－Confacianism　held　that　the　descent－lme　system　of　antiquity　as

recorded　in　the　Classics　should　be　restored．　Based　on　an　understanding　of　the

descent－line　system　as　an　ideology　for　iir｝eage　solidarity，　past　scholarship　has

explained　Song　Neo－Confucianism　as　an　effort　to　enhance　lineage　cohesiveness．

However，　Based　on　an　analysis　of　the　ancient　meaning　of　the　descent－line　system

and　Zhang　Zai　and　Cheng　Yi’s　discussions　of　the　descent－line　system，　this　essay

demonstorates　the　following．　First，　the　ancjent　meaning　of　the　descent－line

system　referred　not　to　1ineage　solidarity　but　focused　instead　on　vertical　relations．

Second，　tke　fundamental　principle　of　the　descent－1ine　system，　primogeniture，　was

at　variance　with　a　pragmatic　conception　of　lineage　and　thus　was　difficu｝t　to

implement，　and　was　not　conductive　to　the　broad　solidarity　needed　for　lineage．

Third，　even　though　the　descent－lirie　system　possessed　the　characteristics

mentioned　above，　Zhang　and　Cheng’s　motivation　for　espousing　the　desceRt－line

system　should　be　understood　in　an　intellectual　context　of　a　desire　to　retum　to

aRtiquity　rather　than　in　a　social　context　of　a　hope　for　lineage　cohesion　during　a

time　of　heightened　social　mobility，　the　view　that　has　here　to　for　dominated

scholarship．　Further，　this　essay　demoRstorates　that　wr｝ile　Zhang　and　Clteng’s

view　of　the　descent－lme　system　have　been　seen　an　nearly　identical，　in　fact，　they

di£fered　in　many　respects．

The　Evolution　of　Dao－shu道術in　the　Han　Period：ConfUcian　Classics

　　　　　　　　　　　経学，Apocrypha識緯and　Numerology術数

by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HosHINA　Sueko

At　the　end　of　the　Former　Han　dynasty，　the　figures　known　as　“dao－shu　zhi　shi”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（936）




