
｢父
子
同
氣
﹂
槪
念
の
成
立
時
�
に
つ
い
て

︱
︱
｢中
國
家
族
法
の
原
理
﹂
再
考
︱
︱

佐

々

木

愛

は
じ
め
に

一
︑
滋
賀
﹁
原
理
﹂
の
父
子
同
氣

二
︑
先
秦
～
�
代
に
お
け
る
﹁
同
氣
﹂

三
︑
同
氣
と
祭
祀
の
思
想
�
と
朱
子
學

四
︑
朱
熹
の
祭
祀
論
に
お
け
る
女
性

お
わ
り
に

は
じ
め
に

滋
賀
秀
三
著
﹃
中
國
家
族
法
の
原
理(1

)
﹄︒
斯
界
の
名
著
で
あ
る
︒
同
書
で
滋
賀
氏
が
提
示
し
た
︑﹁
父
子
一
體
﹂﹁
夫
妻
一
體
﹂﹁
兄
弟
一
體
﹂

の
三
原
則
に
總
括
さ
れ
る
强
い
父
系
制
の
家
族
原
理

(以
下
︑
滋
賀
﹁
原
理
﹂
と
略
稱
)
は
︑
發
刊
か
ら
旣
に

世
紀
以
上
を
經
て
な
お
︑
本
分

野
に
お
け
る
學
者
の
共
�
�
識
と
な
っ
て
い
る
︒
寺
田
浩
�
氏
は
�
著
に
お
い
て
同
書
を
�
の
よ
う
に
�
し
た
︒﹁
滋
賀
氏
は
傳
瓜
中
國

(漢
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民
族
)
特
�
の
血
緣
觀=

人
閒
觀
に
着
目
し
︑
家
族
關
係
に
み
え
る
各
種
の
特
殊
な
現
象
を
そ
の
血
緣
觀
の
現
れ
と
し
て
園
底
�
に
位
置
づ
け

盡
く
し
︑
(中
略
)
長
き
に
涉
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
樣
々
な
論
爭
の
殆
ど
�
部
に
ケ
リ
を
附
け
て
し
ま
っ
た
︒
そ
の
�
味
で
同
書
は
世
界
の
傳

瓜
中
國
家
族
法
硏
究
�
上
の
劃
�
を
な
し
︑
現
在
で
も
殆
ど
決
定
�
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
の
影
�
力
を
持
っ
て
い
る(2

)
﹂︒

た
だ
し
︑
時
代
に
よ
る
變
 
を
重
ん
じ
る
歷
�
學
の
立
場
に
た
つ
者
に
と
っ
て
は
︑
滋
賀
﹁
原
理
﹂
が
漢
か
ら
淸
に
至
る
ま
で
一
貫
す
る
原

理(3
)

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
點
に
つ
い
て
は
︑
#
和
感
を
覺
え
た
と
し
て
も
ま
た
當
然
と
い
え
よ
う
︒
�
年
︑
下
倉
涉
氏
は
︑
漢
代
に
お
い
て
は

母
を
$
點
と
す
る
親
族
は
親
族
原
理
上
父
系
親
族
と
同
等
で
あ
っ
た
こ
と
を
�
ら
か
に
し
た(4

)
︒
ま
た
小
濱
正
子
氏
は
中
國
ジ
ェ
ン
ダ
ー
�
の
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム(5

)
や
各
種
論
集(6

)
な
ど
の
企
劃
を
�
し
︑
滋
賀
﹁
原
理
﹂
が
歷
�
�
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
原
理
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
を
檢
討
す
べ

き
こ
と
を
%
張
し
た
︒
筆
者
も
ま
た
小
濱
氏
に
牽
引
さ
れ
て
こ
の
試
み
に
着
手
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

こ
れ
ま
で
の
拙
論(7

)
で
も
記
し
た
こ
と
で
あ
る
が
︑
筆
者
は
思
想
�
と
い
う
視
角
か
ら
の
考
察
と
い
う
方
法
に
︑
滋
賀
﹁
原
理
﹂
を
再
檢
討
し

得
る
可
能
性
を
感
じ
て
い
る
︒
從
來
︑
滋
賀
﹁
原
理
﹂
の
檢
證
が
困
難
だ
っ
た
理
由
の
一
つ
は
︑
そ
れ
が
﹁
原
理
﹂︑
つ
ま
り
本
來
ど
う
あ
る

べ
き
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
︑
に
つ
い
て
の
硏
究
で
あ
っ
た
こ
と
だ
っ
た
︒
た
と
え
�
書
を
紐
解
い
て
﹁
原
理
﹂
に
そ
ぐ
わ
な
い
事
例
が
多
く

存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
と
し
て
も
︑﹁
原
理
﹂
そ
れ
自
體
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
︒
原
理
と
は
あ
く
ま
で

も
原
理
で
あ
り
︑
現
實
に
そ
れ
が
實
踐
で
き
な
い
︑
實
踐
さ
れ
な
い
︑
と
い
う
こ
と
は
當
然
あ
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
思
想
�
は

も
の
の
考
え
方
︑
つ
ま
り
原
理
そ
の
も
の
を
直
接
硏
究
對
象
と
す
る
硏
究
分
野
で
あ
る
︒
滋
賀
﹁
原
理
﹂
の
よ
う
な
も
の
の
考
え
方
が
成
立
す

る
と
し
た
ら
そ
れ
は
い
つ
の
こ
と
で
あ
る
の
か
︒
滋
賀
氏
の
い
う
と
お
り
そ
れ
は
漢
代
に
は
成
立
し
て
い
た
の
か
︑
そ
れ
と
も
後
世
の
こ
と
な

の
か
︒
思
想
�
と
い
う
�
(
の
う
え
に
滋
賀
﹁
原
理
﹂
を
載
せ
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
で
︑
各
時
代
に
お
け
る
滋
賀
﹁
原
理
﹂
の
存
否
を
)
っ

て
い
く
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
︒

こ
の
よ
う
な
見
地
に
立
っ
て
︑
本
稿(8

)
で
は
︑
滋
賀
﹁
原
理
﹂
を
根
幹
か
ら
荏
え
て
い
る
�
重
*
槪
念
・﹁
父
子
同
氣
﹂
を
と
り
あ
げ
︑
思
想

�
と
い
う
見
地
か
ら
檢
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
︒
本
論
が
ご
く
粗
い
素
描
に
+
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
自
覺
し
て
い
る
が
︑
今
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後
の
議
論
を
喚
$
す
る
た
め
に
敢
え
て
投
じ
た
一
石
と
ご
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒

一
︑
滋
賀
﹁
原
理
﹂
の
﹁
父
子
同
氣
﹂

(一
)
槪
念

ま
ず
は
︑
滋
賀
氏
の
い
う
﹁
父
子
同
氣
﹂
槪
念
に
つ
い
て
確
�
し
た
い
︒
氏
は
営
べ
る
︒﹁
人
の
血
す
じ
は
父
か
ら
む
す
こ
へ
傳
わ
る
も
の

で
あ
り
︑
こ
れ
を
,
世
代
繰
り
-
し
て
も
︑
血
す
じ
の
同
一
性
を
失
わ
な
い
と
い
う
考
え
方
︑
し
か
も
か
よ
う
な
血
す
じ
こ
そ
生
命
の
本
源
な

い
し
生
命
自
體
で
あ
り
︑
各
人
の
本
性
は
こ
れ
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
る
と
見
る
見
方
で
あ
る
︒
か
よ
う
な
�
味
の
血
す
じ
を
中
國
語
で
は

﹁
血
﹂
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
﹁
氣
﹂
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
︒
⁝
⁝
父
と
子
は
現
象
�
に
は
二
つ
の
個
體
で
あ
る
け
れ
ど
も

(分
形
)
︑
兩

者
の
う
ち
に
生
き
る
生
命
は
同
一
で
あ
る

(同
氣
)
︑
す
な
わ
ち
子
は
父
の
生
命
の
.
長
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
觀
念
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒﹂﹁
母

に
つ
い
て
﹁
氣
﹂
と
い
う
言
葉
は
用
い
ら
れ
な
い
︒
生
命
の
形
成
に
お
け
る
母
の
參
與
は
﹁
形
﹂
に
關
し
て
で
あ
り
︑﹁
形
﹂
に
賦
さ
れ
る
氣

は
も
っ
ぱ
ら
父
の
も
の
で
あ
る
︒
も
と
よ
り
﹁
氣
﹂
は
﹁
形
﹂
に
賦
す
る
こ
と
な
し
に
は
實
際
の
生
命
と
な
り
得
な
い
か
ら
︑
子
の
生
命
た
る

親
に
お
い
て
父
も
母
も
變
わ
り
は
な
い
け
れ
ど
も
︑
そ
の
生
命
の
本
性
を
規
定
す
る
も
の
は
父
で
あ
っ
て
母
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ

る
︒
⁝
⁝
父
子
が
同
氣
な
ら
ば
︑
同
じ
父
の
氣
を
う
け
た
兄
弟
は
同
氣
で
あ
り
一
體
で
あ
る
筈
で
あ
る
︒﹁
父
子
兄
弟
︑
本
同
一
氣
﹂
と
い
わ

れ
︑
ま
た
﹁
同
氣
﹂
の
語
は
あ
た
か
も
兄
弟
の
代
名
詞
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
も
あ
る
︒
⁝
⁝
父
子
兄
弟
の
關
係
が
,
世
代
に
も
擴
大

し
た
も
の
が
宗
族
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
し
た
が
っ
て
宗
族
も
ま
た
同
氣
で
あ
り
一
體
で
あ
る(9

)
︒﹂﹁
父
子
は
分
形
同
氣
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
︑

中
國
人
の
相
續
觀
念
の
根
底
を
な
し
て
い
た
⁝
⁝
祖
先
の
貯
え
は
そ
の
生
命
の
聯
續
に
よ
っ
て
當
然
享
0
せ
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
他
面
に
︑
子
孫

の
榮
え
は
そ
の
生
命
の
根
源
た
る
祖
先
に
よ
っ
て
當
然
に
享
0
せ
ら
れ
る
と
い
う
關
係
を
1
っ
て
い
る
︒
こ
れ
が
老
後
に
お
け
る
子
の
奉
養
で

あ
り
死
後
に
お
け
る
祖
先
の
祭
祀
で
あ
る
︒
人
格
の
相
續
と
祖
先
祭
祀
と
は
︑
生
命
の
聯
續
と
い
う
同
一
の
實
體
か
ら
生
ず
る
二
つ
の
現
象
�
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效
果
な
の
で
あ
﹂
る(10

)
︒

滋
賀
﹁
原
理
﹂
の
�
大
の
特
2
で
あ
り
そ
の
3
論
を
說
得
力
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
の
は
︑
家
族
成
員
各
人
の
財
產
權
と
祭
祀
權
を
一
體
の

も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
︑
奄
言
す
れ
ば
各
人
の
財
產
權
の
問
題
を
血
緣
觀
の
上
に
位
置
づ
け
盡
く
し
た
こ
と
に
あ
る
が
︑
そ
う
い
っ
た
理
解

を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
︑
ま
さ
に
﹁
父
子
同
氣
﹂
の
槪
念
で
あ
っ
た
︒﹁
父
子
同
氣
﹂
の
槪
念
に
よ
っ
て
︑
父
と
む
す
こ
と
は
同
一
の
生
命

で
あ
り
一
體
で
あ
る
こ
と
︑
そ
し
て
父
か
ら
む
す
こ
へ
の
み
家
產
の
財
產
權
お
よ
び
祖
先
の
祭
祀
義
務
の
繼
承
が
行
わ
れ
︑
母
か
ら
む
す
こ
へ

は
0
け
繼
が
れ
な
い
こ
と
が
說
�
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

さ
て
︑
こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
氣
づ
い
た
點
を
三
點
指
摘
し
た
い
︒

第
一
點
目
︒
父
の
み
︑
つ
ま
り
陽
だ
け
の
氣
を
0
け
繼
い
で
物
が
生
ま
れ
6
成
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
は
︑
中
國
思
想
�
の
敎
科
書

に
は
登
場
し
な
い
︑
き
わ
め
て
特
衣
な
考
え
方
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
點
で
あ
る
︒
天
下
の
萬
物
の
生
成
・
存
在
を
︑
氣
の
槪
念
を
用
い
て

說
�
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
︑
萬
物
は
陰
陽
男
女
の
氣
が
合
し
︑
混
じ
り
合
い
︑
變
 
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
︑
と
考
え
る
の
が
︑
儒

敎
・
8
敎
の
枠
を
超
え
た
中
國
思
想
上
の
定
論
で
あ
っ
た(11

)
︒
そ
れ
は
朱
子
學
の
よ
う
に
︑
の
ち
に
封
円
禮
敎
と
し
て
指
彈
さ
れ
た
よ
う
な
思
想

に
お
い
て
す
ら
同
樣
な
の
で
あ
っ
て
︑﹁
乾
8
男
を
成
し
︑
坤
8
女
を
成
す
︒
二
氣
9
感
し
︑
萬
物
を
 
生
す
﹂
(周
敦
頤
﹃
太
極
圖
說
﹄)
と
い

う
の
は
︑
朱
子
學
の
生
成
存
在
論
の
基
本
で
あ
る
︒
ま
た
書
物
と
は
緣
の
な
い
庶
民
に
と
っ
て
も
︑
男
女
の
9
接
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
子
が
母

な
い
し
母
系
祖
先
の
形
質
や
特
性
を
濃
厚
に
享
け
得
る
と
い
う
こ
と
は
︑
し
ば
し
ば
體
驗
す
る
い
た
っ
て
自
然
な
現
象
で
あ
る
︒
そ
う
い
っ
た

ご
く
一
般
�
な
體
驗
に
抗
し
て
︑
あ
る
い
は
中
國
傳
瓜
の
氣
の
思
想
に
も
抗
し
て
︑
さ
ら
に
は
後
世
體
制
敎
學
に
も
な
っ
た
朱
子
學
理
論
に
も

抗
し
て
︑
子
は
母
の
氣
を
0
け
繼
ぐ
こ
と
が
な
い
︑
と
考
え
る
た
め
に
は
︑
よ
ほ
ど
の
議
論
6
築
を
し
な
い
か
ぎ
り
說
得
力
の
あ
る
說
�
は
困

難
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
そ
の
よ
う
な
思
想
�
な
營
爲
が
中
國
思
想
�
上
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
聞
か
な
い
話
で
あ
る(12

)
︒

第
二
點
目
︒
父
は
﹁
氣
﹂
で
母
は
﹁
形
﹂
で
あ
る
か
ら
︑
母
か
ら
氣
は
繼
承
さ
れ
な
い
︑
と
い
う
滋
賀
氏
の
說
�
は
︑
氣
の
思
想
と
し
て
成

り
立
つ
の
か
︑
と
い
う
點
で
あ
る
︒
氣
が
萬
物
の
6
成
*
素
で
あ
る
以
上
︑
形
も
氣
に
他
な
ら
ず
︑
形
だ
か
ら
氣
で
は
な
い
と
は
基
本
�
に
言
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え
な
い
筈
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
形
に
對
し
て
氣
が
�
っ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
は
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
が(13

)
︑
し
か
し
こ
の
よ
う
に
い
わ

れ
る
場
合
は
︑
氣
の
も
つ
性
質
の
う
ち
︑
活
力
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
っ
た
面
に
着
目
し
た
場
合
の
言
い
方
で
あ
り
︑
萬
物
の
6
成
*
素
と
い
う

性
質
に
着
目
し
た
場
合
︑
形
と
氣
を
�
く
別
物
と
す
る
よ
う
な
言
い
方
は
基
本
�
に
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る(14

)
︒

第
三
點
目
︒
父
と
む
す
め
の
氣
の
關
係
が
不
�
瞭
な
ま
ま
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
點
で
あ
る
︒
滋
賀
﹁
原
理
﹂
に
お
い
て
は
︑
父
子
同
氣

こ
そ
が
︑
む
す
こ
が
父
祖
か
ら
財
產
と
祭
祀
を
繼
承
す
る
理
由
で
あ
る
︒
で
あ
れ
ば
︑
む
す
め
が
實
家
の
財
產
や
祭
祀
を
繼
承
で
き
な
い
の
は

む
す
め
は
父
と
同
一
の
氣
で
は
な
い
か
ら
だ
︑
と
說
�
さ
れ
れ
ば
筋
が
�
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
滋
賀
氏
は
む
す
め
は
實
家
の
財
產
權
祭
祀
權
を
も

た
な
い
こ
と
を
営
べ
る
に
止
ま
り
︑
む
す
め
と
父
は
同
氣
か
否
か
に
つ
い
て
は
言
;
さ
れ
て
い
な
い
︒

こ
の
點
に
つ
い
て
︑
寺
田
氏
は
ふ
み
こ
ん
だ
言
;
を
行
っ
た
︒
寺
田
氏
は
父
と
む
す
め
は
同
氣
で
あ
る
と
�
言
し
た
の
で
あ
る(15

)
︒
同
氣
で
あ

る
根
據
に
つ
い
て
寺
田
氏
は
言
;
し
て
い
な
い
︒
し
か
し
本
稿
後
揭
の
表
2
で
示
し
た
よ
う
に
︑
兄
妹
・
姉
弟
と
い
っ
た
衣
性
の
き
ょ
う
だ
い

同
士
を
同
氣
と
す
る
用
例
は
複
數
み
ら
れ
る
︒
ま
た
﹃
名
公
書
=
淸
�
集
﹄
3
收
の
=
語
﹁
叔
誣
吿
姪
女
身
死
不
�
﹂
で
は
︑
姉
弟
妹
と
い
う

衣
性
き
ょ
う
だ
い
を
單
に
﹁
兄
弟
﹂
と
表
記
し
︑
か
つ
む
す
め
は
父
の
?
體
と
表
現
し
て
も
い
る(16

)
︒
寺
田
氏
が
父
と
む
す
め
を
同
氣
と
�
言
し

た
の
は
︑
滋
賀
氏
の
;
ば
ざ
る
と
こ
ろ
に
踏
み
@
ん
だ
卓
見
と
い
え
よ
う
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
父
と
む
す
め
を
同
氣
と
す
る
と
︑
む
す
め
が
實
家
の
財
產
權
や
祭
祀
權
を
も
た
な
い
理
由
の
說
�
が
や
は
り
難
し
く
な
る

の
は
否
め
な
い
︒
そ
の
點
に
つ
い
て
寺
田
氏
は
﹁
(女
子
は
)
氣
の
液
れ
の
行
き
止
ま
り
で
あ
り
︑
自
家
の
氣
の
將
來
へ
の
持
續

(祭
祀
者
の
生

產
)
に
は
貢
獻
で
き
な
い
存
在
﹂
と
し
て
說
�
し
た(17

)
︒
こ
の
說
�
は
中
國
に
お
け
る
姓
の
名
乘
ら
れ
方
の
こ
と
を
想
$
す
る
と
ま
こ
と
に
よ
く

符
合
す
る
︒
し
か
し
氣
を
姓
と
同
一
の
レ
ベ
ル
で
考
え
て
よ
い
か
は
一
考
を
*
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
も
し
︑
同
一
の
氣
で
あ
り
つ
つ
も

﹁
自
家
の
氣
の
將
來
の
持
續
に
貢
獻
で
き
る
存
在
﹂
と
﹁
貢
獻
で
き
な
い
存
在
﹂
の
二
種
が
あ
り
︑
こ
の
#
い
こ
そ
が
む
す
こ
と
む
す
め
の
#

い
を
決
定
づ
け
る
の
だ
︑
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
︑
む
す
こ
と
む
す
め
は
氣
が
#
う
と
�
識
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
氣
は
天
下
の
萬
物
の

6
成
*
素
で
あ
り
︑
萬
物
の
多
樣
性
す
な
わ
ち
個
々
の
差
衣
は
す
べ
て
稟
0
し
た
氣
の
#
い
に
歸
着
す
る
の
だ
か
ら
︑
#
い
こ
そ
が
重
*
な
の
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で
あ
れ
ば
︑
氣
が
#
う
と
�
識
さ
れ
强
A
さ
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
B
に
む
す
こ
と
む
す
め
が
と
も
に
同
氣
で
あ
る
と
�
識
さ

れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
︑
男
女
と
い
う
性
の
#
い
を
こ
え
て
な
お
︑
そ
れ
も
氣
と
い
う
根
底
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
︑
む
す
こ
と
む
す
め
が
同

質
で
あ
る
と
い
う
�
識
が
あ
り
︑
そ
し
て
そ
の
�
識
が
社
會
�
に
果
た
す
機
能
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
も
含
め
た
說
�
が
必
*
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

(二
)
父
子
同
氣
槪
念
の
用
例

ま
ず
は
滋
賀
氏
が
﹁
父
子
同
氣
﹂
槪
念
の
論
據
と
し
た
用
例
二
例(18

)
を
再
檢
討
し
て
み
よ
う
︒

第
一
の
用
例
は
︑﹃
宋
書
﹄
お
よ
び
﹃
南
�
﹄﹃
�
典
﹄
に
ほ
ぼ
同
じ
記
載
の
あ
る(19

)
﹁
父
子
至
親
︑
分
形
同
氣
﹂
で
あ
る
︒
本
用
例
は
︑
南
D

宋
の
司
徒
左
長
�
で
あ
っ
た
傅
隆
が
︑
し
ゅ
う
と
め
が
息
子
の
嫁
を
毆
殺
し
た
事
件
の
=
決
に
つ
い
て
論
じ
た
�
中
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
が
︑

敢
え
て
結
論
先
取
�
に
営
べ
る
な
ら
ば
︑
本
用
例
は
︑
實
は
母
子
閒
の
同
氣
を
そ
の
中
心
�
な
內
容
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

當
時
何
が
問
題
と
な
っ
た
の
か
︑
具
體
�
に
み
て
み
よ
う
︒
事
件
關
係
者
の
相
關
は
圖
1
の
�

り
で
︑
趙
氏
は
む
す
こ
黃
載
の
妻
・
王
氏
を
毆
り
殺
し
た
︒
趙
氏
は
恩
赦
に
I
う
こ
と
に
な
っ
た

が
︑
當
時
の
法
に
は
︑
殺
さ
れ
た
被
J
者
に
子
が
い
た
場
合
︑
殺
人
犯
は
二
千
里
以
上
K
地
に
液

す
と
い
う
復
讐
防
止
の
た
め
の
規
定
が
あ
っ
た
︒
そ
し
て
本
件
で
の
被
J
者
・
王
氏
に
は
む
す
こ

黃
稱
・
む
す
め
黃
葉
と
い
う
ふ
た
り
の
こ
ど
も
が
い
た
か
ら
︑
本
規
定
に
該
當
す
る
こ
と
に
な
る
︒

た
だ
し
本
件
は
家
族
內
で
の
殺
人
で
あ
り
︑
こ
の
子
ど
も
た
ち
は
被
J
者
の
子
で
あ
る
と
同
時
に
殺
人
犯
の
孫
で
も
あ
る
︒
そ
う
い
っ
た
場
合

に
も
復
讐
防
止
の
措
置
と
し
て
の
K
液
を
犯
人
に
科
す
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
︒
そ
こ
で
傅
隆
は
︑
復
讐
防
止
の
た
め
の
K
液
は
必

*
な
し
と
の
論
陣
を
張
り
︑
そ
の
�
中
で
﹁
父
子
至
親
︑
分
形
同
氣
﹂
が
登
場
す
る
︒

｢父
子
至
親
︑
分
形
同
氣
﹂
な
の
で
あ
り
︑
黃
稱
と

(そ
の
父
)
黃
載
と
の
關
係
と
は
︑
す
な
わ
ち
黃
載
と

(そ
の
母
の
)
趙
氏
と
の
關
係
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と
同
じ
で
あ
る
︒
三
世
代
と
は
い
っ
て
も
︑
合
體
し
て
い
て
わ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒
(母
を
殺
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
)
黃

稱
の
L
っ
た
痛
手
は
非
常
に
大
き
く
深
い
も
の
で
は
あ
る
が
︑
そ
も
そ
も
祖
父
母
に
對
し
て
復
讐
を
行
う
の
は
正
し
い
行
い
で
は
な
い
︒

も
し
黃
稱
が

(復
讐
と
し
て
)
趙
氏
を
殺
し
て
よ
い
の
で
あ
れ
ば
︑
趙
氏
側
は

(黃
稱
の
父
の
)
黃
載
を
ど
の
よ
う
に
處
I
す
べ
き
だ
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
︒
父
子
や
孫
祖
の
閒
で
互
い
に
殺
し
合
う
な
ど
と
い
う
こ
と
は
︑
い
に
し
え
の
M
王
が
定
め
た
嚴
格
公
�
な

處
罰
で
も
︑
舜
の
賢
臣
・
皋
陶
が
法
を
定
め
た
さ
い
の
本
來
の
趣
旨
で
も
な
い
こ
と
を
懼
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
⁝
⁝
舊
令
に
は
﹁
人
ノ
父

母
ヲ
殺
セ
バ
之
ヲ
二
千
里
外
ニ
徙
ス
﹂
と
あ
る
が
︑
父
子
や
孫
祖
の
閒
に
は
N
用
し
な
い
の
は
�
ら
か
で
あ
る
︒
趙
氏
が
そ
の
復
讐
を
O

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
(喪
P
�
閒
が
三
年
に
あ
た
る
黃
稱
で
は
な
く
)
一
年
以
下
五
箇
Q
以
上
に
あ
た
る
王
氏
親
族
で
あ
り
︑
移
す

の
も
千
里
外
に
す
べ
き
だ
と
い
う
だ
け
で
あ
る
︒
令
で
は
﹃
凡
ソ
ノ
液
徙
ハ
︑
同
籍
親
�
ノ
相
隨
ヲ
欲
ス
ル
者
ア
レ
バ
︑
之
ヲ
聽
ス
﹄
と

あ
る
︒
こ
の
規
定
は
現
實
の
狀
況
と
事
柄
の
本
質
の
雙
方
を
十
分
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
り
︑
�
親
の
關
係
に
も
と
づ
い
て
愛
敬
の
�
を
敎

え
る
も
の
で
あ
る
︒
趙
氏
は
液
𠛬
を
う
け
て
K
地
へ
移
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
に
は
︑
黃
載
は
人
の
子
と
し
て
︑
母
に
從
っ
て
行
か
な
い

は
ず
が
な
い
︒
黃
載
が
行
く
の
に
黃
稱
が
行
か
な
い
な
ど
は
︑
到
底
名
敎
の
許
す
と
こ
ろ
で
は
な
い
︒
こ
の
よ
う
で
あ
る
の
だ
か
ら
︑
黃

稱
と
趙
氏
は
結
局
分
か
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
︒
趙
は
內
心
に
一
生
愧
を
S
え
︑
稱
も
母
を
殺
さ
れ
た
苦
し
み
を
一
生
S
き
續
け
る

の
で
は
あ
る
が
︐
孫
で
あ
り
祖
母
で
あ
る
と
い
う
名
分
は
︑
永
K
に
絕
つ
こ
と
は
で
き
な
い
︒
こ
れ
は
事
理
と
し
て
も
と
も
と
そ
の
よ
う

な
も
の
な
の
で
あ
る(20

)
︒

こ
こ
で
﹁
分
形
同
氣
﹂
と
形
容
さ
れ
て
い
る
家
族
關
係
は
︑
父
子

(黃
載−

黃
稱
)
︑
母
子

(趙
氏−

黃
載
)
︑
祖
母−

孫

(趙
氏−

黃
稱
)
の
三

者
で
あ
る
︒
そ
し
て
%
犯
の
趙
氏
が
問
題
の
焦
點
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
本
用
例
の
中
核
�
な
內
容
は
︑
母
子
お
よ
び
祖
母−

孫
閒
の
同
氣
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る(21

)
︒
本
用
例
に
お
け
る
父
子
同
氣
は
母
子
同
氣
と
兩
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

�
に
︑
第
二
の
用
例
︑
黃
宗
羲
﹃
�
夷
待
訪
錄
﹄
原
臣
を
み
て
み
よ
う
︒

臣
と
い
う
の
は
子
と
竝
稱
さ
れ
る
存
在
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
人
も
い
る
︒
し
か
し
そ
れ
は
#
う
︒﹁
父
子
は
一
氣
﹂
な
の
で
あ
り
︑
子
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の
身
體
は
父
の
身
體
か
ら
分
か
れ
て
で
き
て
い
る
︒
だ
か
ら
孝
子
は
身
體
は
別
で
も
︑
日
に
日
に
父
の
氣
に
�
づ
い
て
ゆ
き
︑
や
が
て
は

完
�
に
�
う
よ
う
に
な
る
︒
た
だ
し
不
孝
な
子
の
場
合
は
︑
身
體
が
分
か
れ
て
以
後
︑
日
に
日
に
疎
K
に
な
り
︑
時
閒
が
た
て
ば
氣
は

#
っ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
⁝
⁝
臣
と
い
う
の
は
名
分
も
變
 
す
る
の
で
あ
る
︒
父
子
の
名
分
は
變
 
し
な
い(22

)
︒

本
用
例
に
お
け
る
父
子
は
君
臣
の
對
義
語
と
し
て
W
わ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
義
合
の
關
係
で
あ
る
君
臣
に
對
す
る
天
合
の
關
係
で
あ
る
父

子
と
い
う
�
味
で
あ
る
︒
天
合−

義
合
の
對
比
の
も
と
に
父
子
同
氣

(一
氣
)
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
︑
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
父
子

は
母
子
を
含
ま
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
︒
母
子
も
天
合
の
關
係
だ
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑
本
用
例
は
︑﹁
氣
質
は
變
 
す
る
﹂
と
い
う

X
提
の
も
と
︑
父
子
閒
の
一
體
性
は
修
養
に
よ
っ
て
成
就
す
る
も
の
と
し
て
い
る
が
︑
滋
賀
﹁
原
理
﹂
の
﹁
父
子
同
氣
﹂
と
は
︑
祖
︑
父
︑
子
︑

孫
と
何
世
代
を
經
て
も
氣
の
同
質
性
は
失
わ
れ
な
い
と
す
る
點
で
衣
な
る
︒
黃
宗
羲
が
本
用
例
で
営
べ
て
い
る
氣
質
變
 
に
よ
る
修
養
・
練
Z

と
は
︑
宋
�
理
學
の
心
性
修
養
論
は
も
と
よ
り
8
敎
の
煉
 
說
に
も
共
�
す
る
基
本
�
な
考
え
方(23

)
で
あ
る
が
︑
そ
も
そ
も
祖
先
祭
祀
說
と
の
接

合
性
は
�
ら
か
に
惡
い
論
題
で
︑
祭
祀
の
繼
承
を
論
ず
る
際
の
用
例
と
し
て
は
不
N
切
で
あ
る
︒

以
上
︑
父
子
同
氣
槪
念
の
根
據
と
さ
れ
て
き
た
用
例
は
︑
二
例
と
も
に
根
據
た
り
う
る
內
實
を
持
っ
て
い
な
い
と
見
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
︒

ま
た
滋
賀
﹁
原
理
﹂
を
漢
～
淸
の
二
千
年
に
一
貫
す
る
原
理
だ
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
南
D
宋
と
淸
初
�
の
二
例
で
二
千
年
閒
を
代
表
さ
せ
る

こ
と
が
可
能
か
と
い
う
點
に
つ
い
て
も
檢
證
が
必
*
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ
で
�
に
時
代
を
�
っ
て
﹁
同
氣
﹂
の
用
例
の
な
か
か
ら
︑
同
氣
と
さ
れ

る
家
族
關
係
と
そ
の
變
�
に
つ
い
て
檢
討
し
て
み
た
い
︒

二
︑
先
秦
～
�
代
に
お
け
る
﹁
同
氣
﹂

(一
)
先
秦
～
漢
代
に
お
け
る
﹁
同
氣
﹂

萬
物
の
6
成
*
素
と
し
て
の
氣
と
い
う
槪
念
は
︑
戰
國
�
に
至
っ
て
登
場
す
る(24

)
︒
戰
國
�
か
ら
漢
代
に
お
け
る
﹁
同
氣
﹂
の
用
例
は
管
見
の
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か
ぎ
り
六
例(25

)
あ
り
︑
そ
の
う
ち
雲
と
水
と
い
っ
た
自
然
界
の
同
氣
關
係
と
そ
の
感
應
に
つ
い
て
営
べ
る
﹃
易(26

)
﹄
を
の
ぞ
け
ば
︑
い
ず
れ
も
何
ら

か
の
親
族
關
係
に
つ
い
て
同
氣
と
表
現
す
る
︒
し
か
し
こ
の
五
例
の
う
ち
︑
兄
弟
同
氣
を
い
う
一
例
を
除
い
た
四
例
は
と
も
に
母
子
同
氣
が
話

の
中
核
と
な
っ
て
お
り
︑
母
子
を
排
除
し
た
父
子
單
獨
の
同
氣
は
成
立
し
て
い
な
い
︒
以
下
具
體
�
に
み
て
い
こ
う
︒

①

『呂
氏
春
秋
﹄
精
�
]
︒
家
族
關
係
に
つ
い
て
同
氣
の
語
を
用
い
た
初
出
の
用
例
で
あ
る
︒
周
の
申
喜
と
い
う
人
が
あ
る
日
自
宅
の
門
外

で
乞
食
が
歌
う
歌
を
聞
い
て
强
く
心
を
動
か
さ
れ
︑
乞
食
を
門
內
に
招
き
入
れ
て
話
を
し
て
み
た
ら
︑
そ
れ
は
何
と
旣
に
^
く
な
っ
た
こ
と
に

な
っ
て
い
た
實
の
母
親
で
あ
っ
た(27

)
︒
こ
の
話
を
う
け
た
總
括
が
�
の
�
違
で
あ
る
︒

だ
か
ら
父
母
が
子
に
對
し
て
︑
子
が
父
母
に
對
し
て
は
︑
も
と
も
と
一
體
で
あ
る
も
の
が
二
つ
に
分
か
れ
︑
氣
を
同
じ
く
し
て
い
な
が
ら

別
別
に
息
を
し
て
い
る
の
で
あ
る

(﹁
同
氣
而
衣
息
﹂)
︒
雜
草
に
花
や
實
が
あ
り
︑
樹
木
に
根
が
あ
る
よ
う
に
︑
別
の
と
こ
ろ
に
い
て
も
互

い
に
�
じ
合
い
︑
あ
え
て
口
に
出
さ
な
く
て
も
氣
持
ち
を
察
し
あ
い
︑
苦
し
い
と
き
に
は
助
け
合
い
︑
惱
み
に
は
共
感
し
︑
生
き
て
い
る

と
き
は
と
も
に
樂
し
み
︑
死
ん
だ
ら
哀
し
み
あ
う
︒
こ
れ
を
骨
肉
の
親
と
い
う(28

)
︒

父
母
子
同
氣
の
用
例
で
あ
る
が
︑
話
�
體
の
�
(
と
し
て
は
︑
父
子
同
氣
は
總
論
の
さ
い
に
附
加
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
︑
母
子
同
氣
こ
そ

が
本
用
例
の
核
心
で
あ
る
︒

②

『漢
書
﹄
東
_
思
王
宇
傳
︒
X
漢
宣
`
の
子
・
東
_
國
の
思
王
宇
が
︑
實
母
と
の
仲
が
險
惡
と
な
っ
た
お
り
︑
元
`
が
兩
者
に
敕
書
を

a
っ
て
戒
め
た
︒
宇
の
實
母
宛
に
a
ら
れ
た
元
`
の
書
狀
の
な
か
に
︑
同
氣
が
登
場
す
る
︒

閨
門
の
內
の
母
子
の
關
係
と
は
︑
氣
を
同
じ
く
し
て
い
な
が
ら
別
別
に
息
を
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て

(﹁
同
氣
衣
息
﹂)
︑
骨
肉
の
恩
を
ど

う
し
て
な
い
が
し
ろ
に
で
き
よ
う
か(29

)
︒

母
子
が
同
氣
と
�
記
さ
れ
て
お
り
︑
父
に
は
言
;
が
な
い
︒
こ
れ
は
特
定
の
女
性
に
宛
て
て
そ
の
子
と
和
解
す
る
よ
う
求
め
た
書
鯵
の
�
違

で
あ
っ
て
︑
一
般
論
で
な
い
こ
と
に
そ
の
理
由
が
あ
ろ
う
︒
本
用
例
は
︑
父
を
含
め
ず
母
子
の
み
を
單
獨
で
同
氣
と
表
現
し
て
問
題
が
な
か
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
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③

『後
漢
書
﹄
陳
忠
傳
︒
三
公
曹
尙
書
の
陳
忠
が
︑
祖
父
母
や
父
母
の
死
去
後
三
箇
Q
の
う
ち
は
徭
役
に
は
2
用
せ
ず
葬
a
さ
せ
る
べ
き
だ

と
%
張
し
た
上
駅
の
な
か
で
︑
父
母
子
の
同
氣
が
說
か
れ
て
い
る
︒

『孝
經
﹄
は
親
を
愛
す
る
こ
と
に
始
ま
り
︑
哀
戚
に
c
わ
っ
て
お
り
ま
す
︒
上
は
天
子
よ
り
下
は
庶
人
に
至
る
ま
で
︑
d
卑
貴
賤
の
#
い

は
あ
っ
て
も
︑
そ
の
義
は
一
つ
で
す
︒
子
の
父
母
と
の
關
係
と
は
氣
を
同
じ
く
し
て
い
な
が
ら
別
別
に
息
を
し
て
い
る

(﹁
同
氣
衣
息
﹂)

と
い
う
も
の
で
︑
一
體
で
あ
り
な
が
ら
分
か
れ
て
こ
の
世
に
生
ま
れ
︑
三
年
經
つ
ま
で
は
父
母
の
胸
に
S
か
れ
て
い
る
の
で
す(30

)
︒

こ
こ
で
印
象
�
で
あ
る
の
は
︑
子
が
f
生
す
る
X
︑
肉
體
�
に
父
母
と
�
く
一
體
で
あ
り
︑
そ
し
て
生
ま
れ
て
か
ら
も
三
年
の
う
ち
は
そ
の

胸
に
S
か
れ
て
い
る
こ
と
を
同
氣
一
體
の
證
と
す
る
ま
こ
と
に
素
朴
な
發
想
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
發
想
か
ら
す
れ
ば
︑
自
ら
の
體
內
に
十
Q

そ
の
子
と
一
體
で
あ
り
︑
g
h
の
責
を
L
っ
て
い
る
母
の
ほ
う
が
︑
同
氣
關
係
と
し
て
父
よ
り
强
く
想
$
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
の
も
當
然
で
あ

ろ
う
︒

④

『後
漢
書
﹄
東
_
憲
王
蒼
傳
︒
東
_
憲
王
劉
蒼
が
︑
宰
相
位
を
辭
任
し
た
い
旨
を
兄
の
�
`
へ
上
奏
し
た
�
中
の
用
例
で
あ
り
︑
兄
弟
閒

を
同
氣
と
す
る
初
發
の
事
例
で
あ
る
︒
皇
`
で
あ
る
兄
か
ら
の
こ
れ
ま
で
の
處
I
に
對
す
る
感
謝
の
表
現
の
な
か
に
︑﹁
同
氣
﹂
の
語
が
登
場

す
る
︒一

介
の
j
夫
で
す
ら
食
物
を
惠
ん
で
も
ら
っ
た
恩
を
忘
れ
な
い
の
に
︑
い
わ
ん
や
臣
わ
た
く
し
は
宰
相
の
位
に
つ
け
て
い
た
だ
い
た
の
で

あ
り
︑
そ
れ
も
同
氣
の
親
で
は
な
い
で
す
か

(恩
を
忘
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
こ
と
で
す(31
))

﹂︒

⑤

王
閏
﹃
論
衡
﹄
感
虛
]
︒
王
閏
は
讖
雲
說
・
陰
陽
五
行
說
な
ど
を
非
合
理
と
し
て
批
=
し
合
理
�
思
考
を
)
求
し
た
思
想
家
で
あ
る
︒
王

閏
が
批
=
し
た
傳
書
か
ら
の
引
用
中
に
︑
母
子
同
氣
を
念
頭
に
お
い
た
父
母
子
同
氣
の
用
例
が
登
場
す
る
︒
曾
子
が
外
出
中
に
客
が
訪
ね
て
き

た
︒
曾
子
の
母
は
ち
ょ
っ
と
待
つ
よ
う
に
言
い
︑
右
手
で
自
分
の
左
肘
を
つ
か
ん
だ
︒
す
る
と
外
出
先
に
い
た
曾
子
は
左
肘
に
痛
み
を
覺
え
︑

す
ぐ
に
歸
宅
し
て
き
た
の
だ
と
い
う
︒
傳
書
で
は
�
の
よ
う
に
解
說
す
る
︒

曾
子
は
親
孝
行
で
あ
る
の
で
︑
母
と
同
氣
で
あ
っ
た
︒
⁝
⁝

(曾
子
は
)
こ
の
う
え
な
く
孝
行
で
あ
り
︑
父
母
と
氣
を
同
じ
く
し
て
い
た
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の
で
︑
體
に
痛
み
が
あ
れ
ば
︑
心
が
す
ぐ
に
感
じ
た
の
だ(32

)
︒

本
用
例
は
︑
特
に
母
子
閒
に
同
氣
關
係
を
見
て
い
る
他
︑
そ
の
同
氣
と
一
體
は
篤
い
孝
心
を
も
つ
曾
子
で
あ
る
か
ら
こ
そ
實
現
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
り
︑
本
來
�
に
獲
得
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
點
が
他
例
と
比
�
し
た
場
合
の
特
2
で
あ
る
︒

以
上
︑
戰
國
�
か
ら
漢
代
の
同
氣
の
用
例
六
件
を
見
て
き
た
が
︑
そ
の
う
ち
父
子
閒
の
み
に
同
氣
の
關
係
を
見
る
用
例
は
一
例
も
な
か
っ
た
︒

兄
弟
閒
を
同
氣
と
す
る
一
例
を
除
き
︑
同
氣
と
い
え
ば
父
母
子
か
母
子
で
あ
り
︑
父
母
子
同
氣
を
い
う
場
合
で
も
︑
具
體
�
に
念
頭
に
あ
っ
た

內
容
は
母
子
の
同
氣
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
同
氣
と
い
っ
た
場
合
︑
十
Q
自
ら
の
體
內
で
子
と
一
體
だ
っ
た
母
は
父
に
�
ら
か
に
優
っ
て
い
た(33

)
︒

親
と
子
の
閒
の
肉
體
�
な
聯
續
性
に
つ
い
て
は
︑﹁
身
體
髮
膚
は
之
を
父
母
に
0
く
︒
敢
え
て
衛
傷
せ
ざ
る
は
孝
の
始
め
な
り
﹂
(﹃
孝
經
﹄
開
宗

�
義
違
)
﹁
身
な
る
者
は
父
母
の
?
體
な
り
︒
父
母
の
?
體
を
行
う
に
︑
敢
え
て
敬
せ
ざ
ら
ん
や
﹂
(﹃
禮
記
﹄
祭
義
]
)
と
い
っ
た
語
が
良
く
知

ら
れ
て
い
る
︒
自
ら
の
身
體
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
が
﹁
父
母
の
?
體
﹂
だ
と
い
う
感
覺
は
︑
父
母
子
同
氣
の
具
體
�
な
表
現
と
み
る
こ
と
も
で
き

よ
う
︒

(二
)
魏
晉
南
北
D
～
隋
�
�
に
お
け
る
﹁
同
氣
﹂

魏
晉
�
以
影
︑
同
氣
の
用
例
に
は
大
き
な
變
 
が
み
ら
れ
る
︒
表
1
は
X
l
で
檢
討
し
た
漢
代
以
X
の
用
例
に
加
え
︑﹃
三
國
志
﹄
か
ら

﹃
舊
�
書
﹄・﹃
怨
�
書
﹄
に
至
る
十
四
種
の
正
�
か
ら
﹁
同
氣
﹂
の
用
例
を
ま
と
め
て
表
に
し
た
も
の
で
あ
り
︑
表
2
は
そ
の
根
據
と
な
る
用

例
の
詳
細
で
あ
る
︒
對
象
を
�
書
に
限
っ
た
こ
と
に
よ
る
m
り
や
不
足
が
あ
ろ
う
こ
と
は
自
覺
し
て
い
る
が
︑
凡
そ
の
傾
向
を
つ
か
む
た
め
の

作
業
と
し
て
ご
n
恕
い
た
だ
き
た
い
︒

さ
て
︑
こ
れ
ら
の
表
を
一
s
す
る
と
︑
魏
晉
�
以
影
の
特
2
と
し
て
︑
父
母
子
を
同
氣
と
表
現
す
る
例
が
激
減
︑
か
つ
母
子
同
氣
の
用
例
は

な
く
な
っ
た
反
面
︑
兄
弟
を
同
氣
と
表
現
す
る
例
が
多
數
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
た
だ
し
8
敎
�
獻
で
は
依
然
父
母
子
同
氣
の
表
現

が
み
ら
れ
る
が(34

)
︑
正
�
に
よ
る
か
ぎ
り
︑
同
氣
の
用
法
は
漢
代
以
X
と
は
衣
な
っ
た
怨
し
い
段
階
に
入
っ
て
い
る
こ
と
が
�
ら
か
に
見
て
取
れ
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る
︒こ

の
變
 
を
ど
う
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
︒
X
揭
の
下
倉
涉
氏

の
硏
究
に
よ
れ
ば
︑
父
系
優
先
の
親
族
觀
に
一
元
 
さ
れ
る
の
は

六
D
�
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
3
論
と
關
係
す

る
可
能
性
を
ま
ず
檢
討
す
べ
き
だ
ろ
う
︒﹁
兄
弟
同
氣
﹂
の
用
例
の

增
加
は
果
た
し
て
父
系
制
の
强
 
と
關
聯
す
る
事
柄
な
の
で
あ
ろ

う
か
︒
こ
こ
で
想
$
し
た
い
の
は
︑
下
倉
氏
の
3
論
の
根
據
の
一

つ
は
︑
漢
代
︑
と
く
に
X
漢
に
お
い
て
は
衣
父
同
母
兄
弟
が
兄
弟

と
し
て
�
め
ら
れ
て
お
り
︑
後
に
�
め
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
現

象
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
點
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
た
ん
に

﹁
兄
弟
同
氣
﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
︑
こ
の
兄
弟
と
い
う

表
現
に
衣
父
同
母
兄
弟
を
排
除
で
き
る
か
�
示
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
︑﹁
兄
弟
同
氣
﹂
の
用
例
の
一
般
 
を
父
系
强
 
の
あ
ら

わ
れ
と
み
な
す
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
そ
も
そ

も
︑
兄
弟
同
氣
の
用
例
が
一
般
 
す
る
と
い
う
こ
の
用
法
變
 
が

も
し
父
系
の
强
 
に
1
う
現
象
で
あ
る
の
で
あ
れ
ば
︑
第
一
義
�

に
は
兄
弟
同
氣
で
は
な
く
父
子
同
氣
の
用
例
が
增
え
て
し
か
る
べ

き
で
あ
る
︒
父
母
子
同
氣
は
な
ぜ
父
子
同
氣
で
は
な
く
兄
弟
同
氣

に
變
 
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒
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表 1 正�にみえる同氣用例數

父母子 父子 母子 兄弟
父子
兄弟

姉妹を
含む兄弟

いとこ･
またいとこ

その他

漢代以X
(2違 1l參照)

3 1 1
1
(易)

三國志 1
1

(易の引用)

晉 書 1
1

(��のため
�代の用例)

1

宋 書
1

內實は父母子
(1違 2l參照)

3
1

(三皇五`)

南齊書 1

梁 書 1 1

魏 書 1 1 6 1 1
1

(易の引用)

北齊書
1

(生成論における氣)
周 書 3

舊�書 8 3

怨�書 1

『宋書』『梁書』と『南�』、『魏書』『北齊書』『周書』と『北�』
『舊�書』と『怨�書』の閒で同樣の記載がある場合は、X者の出典のみ記載している



當
面
考
え
ら
れ
る
理
由
は
二
點
あ
る
︒
第
一
︒
當
時
の
�
豪
・
曹
p
の
影
�
で
あ
る
︒
本
時
�
に
お
け
る
兄
弟
同
氣
の
�
初
の
用
例
は
︑
曹

p
﹁
求
自
試
表
﹂
(表
2
-1
)

(35
)

で
あ
り
︑
自
ら
と
兄
曹
丕
を
﹁
同
氣
﹂
と
表
現
し
て
い
る
︒
円
安
�
學
の
代
表
者
に
し
て
魏
晉
南
北
D
時
代
の

�
大
の
詩
人
と
い
わ
れ
る
曹
p
の
﹁
求
自
試
表
﹂
は
名
�
と
し
て
の
ち
に
﹃
�
r
﹄
に
も
s
錄
さ
れ
た
︒
本
例
を
皮
切
り
に
兄
弟
同
氣
の
用
例

が
多
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
第
二
︒
漢
代
以
X
と
比
�
し
て
︑
父
母−

子
の
閒
に
同
質
性
よ
り
d
卑
關
係
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
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表 2 同氣用例典據詳細

出 典 卷 數 列傳名 同氣關係

1 三國志 19 陳思王p 兄弟

2 三國志 38 許麋孫鯵伊秦傳 易の引用

3 晉 書 73 庾亮傳 姉妹を含む兄弟

4 晉 書 119 姚泓 いとこ

5 晉 書 124 慕容盛 兄弟

6 宋 書 14 禮志 三皇五`
7 宋 書 55 傅隆 父母子 (�面上は父子)

8 宋 書 68 彭城王義康 兄弟

9 宋 書 79 武昌王渾 兄弟

10 宋 書 84 鄧琬 兄弟

11 南齊書 22 豫違�獻王 兄弟

12 梁 書 4 鯵�` またいとこ

13 梁 書 14 任昉 兄弟

14 魏 書 19中 任城王傳附傳・順 兄弟

15 魏 書 21 上 越郡王幹 兄弟

16 魏 書 21 上 北海王詳 兄弟

17 魏 書 21 下 彭城王 兄弟

18 魏 書 53 李沖 兄弟

19 魏 書 57 崔孝芬兄弟 兄弟

20 魏 書 62 李彪 父子兄弟

21 魏 書 72 陽固 父子

22 魏 書 88 竇瑗 父母子

23 魏 書 91 張淵 易の引用

24 魏 書 111 𠛬罰志 姉妹を含む兄弟

25 北齊書 24 杜弼 生成論における氣
26 周 書 12 齊煬王憲 兄弟

27 周 書 46 張元 兄弟

28 周 書 48 蕭詧 兄弟

29 舊�書 10 本紀 肅宗 兄弟

30 舊�書 27 禮志 姉妹を含む兄弟

31 舊�書 27 禮志 兄弟

32 舊�書 65 長孫無忌 姉妹を含む兄弟

33 舊�書 68 尉遲敬德 兄弟

34 舊�書 74 崔仁師 兄弟

35 舊�書 95 隋王隆悌 兄弟

36 舊�書 106 王琚 姉妹を含む兄弟

37 舊�書 175 懷懿太子湊 兄弟

38 舊�書 175 懷懿太子湊 兄弟

39 舊�書 188 劉君良 兄弟

40 怨�書 132 吳兢 兄弟



ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
�
に
あ
げ
る
用
例
二
例
を
見
て
み
よ
う
︒
兄
弟
だ
け
に
同
氣
の
語
を
用
い
︑
父
子
に
つ
い
て
は
同
氣
と
表
現
し
て
い
な

い
例
で
あ
る
︒

表
2
-18
﹁
お
も
う
に
︑
養
子
と
は
︑
父
に
對
し
て
は
天
性
の
關
係
で
は
な
く
︑
兄
弟
に
對
し
て
は
同
氣
の
關
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒﹂
(以

養
子
於
父
非
天
性
︐
於
兄
弟
非
同
氣
)
﹂︒

表
2
-34
﹁
父
子
は
天
屬
で
︑
兄
弟
は
同
氣
で
す

(且
父
子
天
屬
︐
昆
季
同
氣
)
﹂︒

父
子
關
係
を
﹁
天
性
﹂﹁
天
屬
﹂
と
す
る
表
現
は
︑﹁
父
子
天
合
︑
君
臣
義
合
﹂
と
い
う
常
套
句
を
思
い
$
こ
さ
せ
よ
う
︒
父
子
は
�
も
親
し

い
肉
親
で
あ
る
が
︑
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
君
臣
と
竝
置
さ
れ
る
d
卑
の
關
係
で
も
あ
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
同
質
同
類
と
い
う
こ
と
が
强
A
さ

れ
る
同
氣
と
い
う
語
で
は
︑
d
卑
關
係
を
含
ま
せ
る
こ
と
が
難
し
い
︒
こ
れ
が
も
し
兄
弟
で
あ
れ
ば
長
幼
の
關
係
こ
そ
あ
る
も
の
の
d
卑
關
係

は
な
く
︑
と
も
に
同
じ
親
の
も
と
に
う
ま
れ
た
者
ど
う
し
同
一
輩
行
に
屬
す
ヨ
コ
の
關
係
に
あ
り
同
氣
の
語
で
表
現
す
る
の
に
相
應
し
い
︒
同

氣
の
語
が
や
が
て
兄
弟
の
別
稱
と
し
て
用
い
ら
れ
る(36

)
よ
う
に
な
っ
た
の
も
う
な
ず
け
よ
う
︒
そ
の
一
方
︑
父
子
閒
が
d
卑
關
係
で
あ
る
こ
と
が

よ
り
�
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
︑
父
子
閒
を
同
氣
と
表
現
す
る
の
は
不
Á
と
映
る
こ
と
に
な
る
︒
實
の
と
こ
ろ
︑
魏
晉
南
北
D
隋
�
�
の
み

な
ら
ず
︑
宋
代
以
後
�
淸
�
に
至
る
ま
で
︑
現
實
に
生
き
て
い
る
父

(母
)
と
子
と
い
う
二
者
の
關
係
に
つ
い
て
同
氣
の
語
を
W
っ
て
表
現
す

る
こ
と
は
︑
き
わ
め
て
ま
れ
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
滋
賀
氏
が
﹁
父
子
同
氣
﹂
の
用
例
と
し
て
滋
賀
﹁
原
理
﹂
と
は
�
ら
か
に
不
N
合
の
用
例
を

擧
げ
て
い
た
の
は
︑
實
の
と
こ
ろ
そ
も
そ
も
r
擇
で
き
る
ほ
ど
用
例
が
な
か
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
︒
例
え
ば
本
l
で
檢
討
し
た
�
料
中
︑
父

子
同
氣
の
用
例
は
わ
ず
か
二
例
だ
け
で
あ
る
︒
う
ち
一
例
は
X
違
で
檢
討
し
た
﹃
宋
書
﹄
な
ど
に
み
ら
れ
る
用
例
で
あ
り
︑
�
言
上
こ
そ
一
見

父
子
同
氣
に
み
え
る
も
の
の
そ
の
內
實
は
漢
代
以
X
の
父
母
子
同
氣
時
代
の
殘
滓
と
も
い
え
る
用
例
で
あ
っ
た
︒
も
う
一
例
は
﹃
魏
書
﹄
に
み

え
る
用
例

(表
2
-21
)
で
︑
夏
王
D
を
開
い
た
禹
と
そ
の
父
・
鯀
を
同
氣
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
治
水
の
た
め
に
`
か
ら
息
壤
を
盜
み
︑
`
か

ら
の
激
し
い
怒
り
を
か
っ
て
羽
山
で
誅
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
鯀
と
︑
治
水
に
成
功
し
天
命
を
う
け
て
王
D
を
創
始
し
た
禹
と
で
は
︑
父
子
と
は

い
え
d
卑
で
は
と
ら
え
に
く
い
關
係
で
あ
り
︑
だ
か
ら
こ
そ
同
氣
の
語
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
特
殊
な
用
例
と
い
え
よ
う
︒
こ
の
よ
う
な
狀
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況
は
﹁
父
子
同
氣
﹂
の
み
な
ら
ず
︑
滋
賀
﹁
原
理
﹂
の
三
原
則
の
一
で
あ
る
﹁
父
子
一
體
﹂
の
語
も
同
樣
で
あ
っ
て
︑
滋
賀
氏
が
引
用
し
た

﹃
儀
禮
﹄
喪
P
の
經
�
お
よ
び
そ
れ
に
關
聯
す
る
經
書
解
釋
の
場
以
外
で
﹁
父
子
一
體
﹂
の
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の

で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
﹁
父
子
同
氣
﹂
と
い
う
表
現
が
O
け
ら
れ
る
一
方
で
︑
父
子
兄
弟
な
ど
父
系
の
家
族
�
體
を
同
氣
と
す
る
用
例
が
一
例
あ
る
ほ

か
︑﹁
共
氣
﹂
と
い
う
表
現
で
も
同
樣
の
用
例
が
一
例
あ
る(37

)
︒
こ
の
場
合
︑
父
子
と
い
う
d
卑
關
係
を
當
然
の
こ
と
な
が
ら
含
む
こ
と
に
な
る

が
︑
そ
の
二
者
閒
に
限
定
し
て
焦
點
が
當
て
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
︑
同
氣
の
語
が
も
つ
同
質
同
類
の
イ
メ
ー
ジ
と
齟
齬
し
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
︒
ま
た
同
時
�
に
同
氣
を
專
ら
兄
弟
に
限
定
し
從
兄
弟
以
上
の
關
係
に
廣
げ
な
い
用
例
も
二
例
み
ら
れ
る
が(38

)
︑
こ
の
二
例
は
い
ず
れ

も
從
兄
弟
や
三
從
兄
弟
︑
四
從
兄
弟
を
ま
る
で
同
氣
の
よ
う
に
待
I
し
た
と
い
う
內
容
で
あ
り
︑
兄
弟
同
氣
�
識
の
確
立
の
上
に
た
っ
て
よ
り

廣
い
親
族
關
係
を
同
氣
と
�
識
す
る
こ
と
が
當
時
�
價
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
�
淸
�
に
盛
行
し
た
宗
族
�
體
を
同
氣
と
す
る
�

識
の
淵
源
は
こ
の
時
�
ま
で
�
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

な
お
︑
兄
弟
同
氣
に
關
係
し
て
︑
姉
弟
・
兄
妹
を
同
氣
と
す
る
用
例
が
五
例
み
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
附
言
し
て
お
く
︒
こ
れ
ら
の
用
例
は
︑

む
す
こ
だ
け
で
な
く
む
す
め
も
同
氣
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
�
證
で
あ
る
︒
本
時
�
に
み
ら
れ
る
五
例
の
う
ち
一
例
が
﹃
魏
書
﹄
に
見
え

る
ほ
か
︑
そ
の
他
四
例
は
�
代
の
用
例
で
あ
る
︒
た
だ
し
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
む
す
め
を
同
氣
と
見
な
す
觀
念
を
北
D
に
始
ま
る
も
の
と
ま
で

斷
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
今
囘
は
A
査
範
圍
を
正
�
に
限
定
し
た
た
め
︑
政
治
に
關
係
す
る
と
�
料
が
殘
り
や
す
い
と
い
う
m
向
が
あ
る
︒

﹃
魏
書
﹄
の
用
例
は
公
%
の
死
^
事
件
が
偶
發
�
に
$
こ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
�
料
に
殘
っ
た
も
の
で
あ
り(39

)
︑
ま
た
︑
�
代
で
多
く
用
例
が
み

ら
れ
た
の
も
政
治
の
表
舞
臺
に
女
性
が
立
っ
た
こ
と
で
は
中
國
�
上
特
筆
す
べ
き
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
偶
然
多
く
正
�
上
に
殘
っ
た
と
も

考
え
ら
れ
る
︒
本
件
に
つ
い
て
は
今
後
よ
り
廣
い
�
料
探
索
に
基
づ
く
分
析
が
必
*
で
あ
ろ
う
︒

以
上
︑
本
l
で
の
檢
討
の
結
果
︑
魏
晉
南
北
D
隋
�
�
に
お
い
て
兄
弟
を
同
氣
と
す
る
用
法
は
確
立
し
た
が
︑
父
子
同
氣
は
成
立
し
て
は
い

な
い
こ
と
が
確
�
で
き
た
︒
た
し
か
に
兄
弟
同
氣
は
滋
賀
﹁
原
理
﹂
の
三
原
則
の
一
で
は
あ
る
︒
し
か
し
滋
賀
﹁
原
理
﹂
に
お
い
て
兄
弟
同
氣
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と
は
父
子
同
氣
で
あ
る
か
ら
こ
そ
�
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
父
子
同
氣
が
成
立
し
て
い
な
い
以
上
︑
兄
弟
を
同
氣
と
す
る
用
例
が
確
立
し
た

こ
と
を
以
て
︑
本
時
�
が
滋
賀
﹁
原
理
﹂
の
成
立
へ
向
か
う
プ
ロ
セ
ス
上
に
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒
た
だ
し
父
子
同
氣
と
い
う

用
法
が
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
の
當
時
に
お
い
て
父
系
に
よ
っ
て
血
筋
が
引
き
繼
が
れ
て
い
く
と
い
う
感
覺
自
體
が
な

か
っ
た
こ
と
を
�
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
︒
た
だ
し
そ
う
い
っ
た
感
覺
が
あ
っ
た
に
し
て
も
︑
そ
れ
は
中
國
思
想
上
の
�
重
*

槪
念
た
る
氣
の
槪
念
で
裏
打
ち
さ
れ
た
確
固
た
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
は
違
を
改
め
て
さ
ら
に
論
じ

た
い
︒

三

同
氣
と
祭
祀
の
思
想
�
と
朱
子
學

X
違
ま
で
は
︑
同
氣
と
表
現
さ
れ
た
家
族
成
員
は
誰
か
と
い
う
視
點
か
ら
檢
討
を
行
っ
て
き
た
︒
財
產
繼
承
や
祖
先
祭
祀
の
問
題
に
關
わ
る

同
氣
槪
念
に
つ
い
て
檢
討
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
そ
う
い
っ
た
用
例
は
こ
れ
ま
で
の
諸
例
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
︒
そ
れ
は
正
�
を
中
心

に
用
例
を
s
っ
た
と
い
う
�
料
の
m
り
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
少
な
く
と
も
祖
先
祭
祀
に
關
し
て
同
氣
の
語
が
登
場
し
な
い
の
は
︑
思

想
�
�
な
�
(
上
當
然
の
現
象
と
考
え
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
�
代
以
X
の
思
想
�
に
お
い
て
は
︑
氣
と
祖
先
祭
祀
と
を
關
聯
さ
せ
る
と
い
う
思
考

法
そ
れ
自
體
が
︑
い
ま
だ
成
立
し
て
い
な
い
段
階
だ
か
ら
で
あ
る
︒
氣
と
祖
先
祭
祀
と
を
關
聯
さ
せ
る
と
は
︑
具
體
�
に
い
え
ば
祭
祀
を
行
う

祖
先
の
靈
魂

(鬼
神
)
を
氣
と
み
な
し
︑
子
孫
に
よ
る
祭
祀
に
鬼
神
が
感
應
す
る
こ
と
を
氣
で
說
�
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
滋
賀
﹁
原

理
﹂
で
い
わ
れ
る
“
父
祖
と
子
孫
は
同
氣
で
あ
る
か
ら
祭
り
祭
ら
れ
る
關
係
で
あ
る
”
と
い
う
內
容
は
上
記
の
よ
う
な
思
考
法
に
よ
っ
て
こ
そ

說
�
が
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
思
想
�
�
展
開
の
な
か
で
誰
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
始
め
る
こ

と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
︒
思
想
�
を
振
り
-
っ
て
み
よ
う
︒

氣
と
い
う
槪
念
が
思
想
�
の
表
舞
臺
に
登
場
し
た
の
は(40

)
︑﹃
莊
子
﹄﹃
呂
氏
春
秋
﹄﹃
淮
南
子
﹄
と
い
っ
た
戰
國
�
か
ら
漢
初
�
に
成
立
し
た

8
家
や
雜
家
の
�
獻
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
諸
書
に
は
︑
天
地
の
閒
を
周
液
し
︑
萬
物
を
形
づ
く
り
か
つ
そ
れ
に
生
命
や
活
力
を
與
え
る
エ
ネ
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ル
ギ
ー
︑
と
い
う
氣
の
槪
念
が
見
え
る
︒
そ
の
一
方
儒
家
の
場
合
︑
祖
先
祭
祀
や
葬
禮
な
ど
の
儀
禮
は
︑
學
�
を
特
2
づ
け
る
%
題
で
は
あ
っ

た
が
︑
春
秋
時
代
に
生
き
た
孔
子
は
氣
に
つ
い
て
言
;
せ
ず
︑
ま
た
﹁
鬼
神
を
敬
し
て
之
を
K
ざ
く
﹂
(﹃
論
語
﹄
雍
也
)
の
語
で
も
良
く
知
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
︑
人
の
生
死
や
鬼
神
(=

靈
魂
)
な
ど
の
形
而
上
の
不
可
知
な
世
界
に
は
あ
え
て
踏
み
@
ま
な
い
こ
と
こ
そ
が
儒
家
の
基
本

�
勢
で
あ
っ
た
︒
た
だ
し
戰
國
�
か
ら
漢
初
�
に
お
け
る
諸
學
�
の
氣
の
槪
念
の
盛
行
を
背
景
に
︑﹃
易
﹄﹃
禮
記
﹄︑
あ
る
い
は
王
閏
﹃
論
衡
﹄

な
ど
で
も
氣
の
槪
念
に
よ
っ
て
萬
物
の
生
成
や
靈
魂
を
說
�
す
る
例
が
若
干
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
思
考
は
そ
の

後
宋
代
怨
儒
學
の
f
生
に
至
る
ま
で
殆
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒

い
っ
ぽ
う
︑
六
D
隋
�
�
に
液
行
し
た
佛
敎
や
8
敎
に
目
を
轉
じ
て
み
よ
う
︒
佛
敎
で
は
萬
物
の
生
成
と
存
在
は
因
緣
に
よ
っ
て
說
�
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
︑
氣
の
思
想
と
は
本
來
�
に
無
關
係
で
あ
る(41

)
︒
で
は
8
敎
で
は
ど
う
か
︒
以
下
麥
谷
邦
夫
氏
に
よ
れ
ば(42

)
︑
六
D
～
隋
�
�
に
お

い
て
8
敎
で
は
神
々
と
宇
宙
や
人
閒
な
ど
萬
物
の
生
成
を
一
元
�
に
說
�
す
る
敎
理
の
體
系
 
が
�
み
︑﹁
人
閒
の
生
の
由
っ
て
來
る
根
源
は

あ
く
ま
で
も
8
で
あ
り
神
で
あ
り
氣
﹂
と
さ
れ
た
︒
つ
ま
り
神
(=

8
・
氣
)
こ
そ
が
自
ら
に
生
命
と
靈
照

(8
性
)
を
g
け
た
﹁
始
生
父
母
﹂

﹁
眞
父
母
﹂
で
あ
る
一
方
︑
實
の
父
母
と
は
實
は
胎
を
借
り
た
だ
け
の
假
の
父
母
﹁
3
生
父
母
﹂﹁
0
胎
父
母
﹂
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
世
俗
8
德
と
し
て
父
母
へ
の
孝
養
が
重
視
さ
れ
る
社
會
�
背
景
か
ら
︑
死
後
に
お
け
る
再
生
昇
仙
や
祖
先
の
救
濟
が
强
A
さ
れ
︑
父

母
の
祭
祀
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
死
者
の
再
生
昇
仙
が
冥
界
に
お
け
る
怨
た
な
優
れ
た
氣
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
氣
の
思
想
上
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
が
︑
し
か
し
怨
た
な
氣
の
獲
得
を
可
能
に
す
る
の
は
神
と
誦
經
の
力
で
あ
り
︑

胎
を
借
り
た
3
生
父
母
と
の
同
氣
關
係
で
は
な
い(43

)
︒

以
上
︑
魏
晉
南
北
D
～
隋
�
�
に
お
い
て
は
︑
儒
8
佛
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
︑
祖
先
の
祭
祀
を
氣
と
の
關
係
で
說
く
と
い
う
發
想
か
ら
は

著
し
く
K
か
っ
た
︒
つ
ま
り
滋
賀
﹁
原
理
﹂
で
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
︑﹁
父
子
閒
が
同
氣
で
あ
る
か
ら
祭
祀
し
祭
祀
さ
れ
る
關
係
に
あ
る
﹂

と
い
う
よ
う
な
考
え
方
は
︑
思
想
�
�
な
�
(
で
い
え
ば
�
代
以
X
は
存
在
し
得
な
い
の
で
あ
る
︒

し
か
し
宋
代
怨
儒
學
の
f
生
と
と
も
に
︑
萬
物
の
生
成
や
靈
魂
が
氣
で
語
ら
れ
は
じ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
︒﹁
理
學
開
山
﹂
周
敦
頤
は
萬
物
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の
生
成
を
﹃
易
﹄
繫
辭
傳
に
基
づ
い
て
說
き
︑
張
載
に
至
っ
て
萬
物
の
存
在
と
生
滅
を
氣
の
集
散
に
よ
っ
て
說
く
氣
の
思
想
が
確
立
し
た
︒
張

載
は
鬼
神
を
陰
陽
二
氣
の
良
能
︑
氣
の
屈
伸
と
し
て
說
い
た(44

)
︒
し
か
し
彼
自
身
禮
學
へ
の
�
詣
は
深
か
っ
た
も
の
の
︑
鬼
神
祭
祀
と
氣
を
關
係

さ
せ
て
說
く
に
は
至
っ
て
い
な
い
︒
ま
た
の
ち
に
朱
熹
に
�
も
大
き
な
影
�
を
與
え
る
こ
と
に
な
っ
た
�
頤
も
︑
鬼
神
を
﹁
�
 
の
跡
﹂
と
は

営
べ
る
も
の
の(45

)
︑
�
頤
の
專
ら
の
關
心
は
氣
で
は
な
く
理
に
あ
り
︑
祭
祀
の
感
應
も
氣
で
は
な
く
理
で
說
�
し(46

)
︑
氣
の
働
き
と
し
て
は
說
�
し

て
い
な
い
︒
た
だ
し
︑
�
頤
が
墓
の
�
營
法
に
つ
い
て
記
し
た
﹁
葬
說
﹂
に
は
︑
父
祖
と
子
孫
の
同
氣
に
よ
る
感
應
を
說
く
一
l
が
殘
さ
れ
て

い
る
︒墓

に
つ
い
て
う
ら
な
う
の
は
︑
そ
の
地
の
良
し
惡
し
を
う
ら
な
う
の
で
あ
り
︑
風
水
師
が
禍
福
を
い
う
の
と
は
#
う
︒
地
が
よ
い
と
こ
ろ

な
ら
ば
︑
神
靈
は
安
ん
じ
︑
子
孫
は
盛
ん
に
な
る
︒
根
を
培
養
す
れ
ば
映
葉
が
茂
る
の
は
︑
理
の
當
然
で
あ
る
︒
地
が
惡
け
れ
ば
B
の
事

態
に
な
る
︒
で
は
ど
の
よ
う
な
地
を
良
い
と
い
う
の
か
と
い
え
ば
︑
土
の
色
が
光
り
潤
い
︑
草
木
が
繁
茂
す
る
と
い
う
の
が
そ
の
し
る
し

で
あ
る
︒
父
祖
子
孫
は
同
氣
で
あ
る
か
ら
︑
あ
ち
ら
が
安
ん
じ
れ
ば
こ
ち
ら
が
安
ん
じ
︑
あ
ち
ら
が
危
う
け
れ
ば
こ
ち
ら
も
危
う
い
と
い

う
の
も
︑
ま
た
理
な
の
で
あ
る
︒
土
地
の
方
角
や
埋
葬
の
日
�
を
決
め
る
の
に
ま
よ
っ
て
い
る
人
が
い
る
が
︑
く
だ
ら
な
い
こ
と
を
氣
に

し
す
ぎ
だ(47

)
︒

こ
の
�
言
は
︑
怨
儒
學
の
敎
說
に
お
い
て
︑
死
後
の
祖
先
と
子
孫
が
同
氣
に
よ
っ
て
感
應
す
る
こ
と
を
営
べ
る
初
出
の
例
で
あ
る
︒
た
だ
し

表
面
�
に
は
風
水
を
批
=
し
て
は
い
る
も
の
の
︑
基
本
�
な
發
想
は
風
水
に
基
づ
く
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
內
容
で
あ
り(48

)
︑
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え

に
儒
敎
の
敎
說
の
範
疇
と
し
て
の
鬼
神
論
祭
祀
論
ま
で
に
は
到
Z
し
て
い
な
い
︒

�
頤
の
こ
の
同
氣
感
應
說
を
︑
儒
敎
�
な
祭
祀
の
枠
組
み
の
な
か
で
說
い
た
の
が
︑
�
頤
の
高
弟
で
あ
る
謝
良
佐

(上
蔡
)
で
あ
っ
た
︒
謝

良
佐
は
鬼
神
が
な
ぜ
祭
祀
を
享
け
ら
れ
る
の
か
弟
子
か
ら
�
ね
ら
れ
て
こ
の
よ
う
に
答
え
る
︒

(鬼
神
の
祭
祀
へ
の
感
應
は
)
自
ら
が
�
る
こ
と
を
求
め
れ
ば
�
る
し
︑
自
分
が
無
い
こ
と
を
求
め
れ
ば
無
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
だ
︒
鬼

神
は
虛
空
に
ひ
ろ
が
り
閏
滿
し
て
い
て
︑
目
に
觸
れ
る
も
の
が
皆
こ
れ
で
あ
る
の
は
︑
鬼
神
と
い
う
も
の
が
天
地
の
閒
の
妙
用
で
あ
る
か
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ら
で
あ
る
︒
祖
先
の
た
ま
し
い
と
は
自
ら
の
た
ま
し
い
の
こ
と
な
の
で
あ
る

(﹁
祖
考
精
神
︑
�
ち
是
れ
自
家
精
神(49
)﹂)

︒

の
ち
に
朱
熹
は
こ
の
謝
良
佐
の
﹁
祖
考
精
神
︑
�
是
自
家
精
神
﹂
の
語
を
繰
り
-
し
引
用
し
︑
父
子
同
氣
に
も
と
づ
く
祭
祀
の
感
應
を
說
く

朱
子
學
の
鬼
神
祭
祀
說
の
ほ
ぼ
唯
一
の
根
據
と
な
っ
た
︒

そ
し
て
朱
熹
は
︑
死
者
の
た
ま
し
い

(=

鬼
神
)
を
氣
と
と
ら
え
︑
祖
先
の
鬼
神
が
子
孫
の
祭
祀
に
感
應
す
る
こ
と
を
同
氣
に
よ
っ
て
說
�

し
た
︒
す
な
わ
ち
︑
祖
先
と
子
孫
は
同
氣
で
あ
る
か
ら
祭
祀
し
祭
祀
さ
れ
る
關
係
に
あ
る
︑
と
い
う
滋
賀
﹁
原
理
﹂
の
父
子
同
氣
說
は
︑
實
は

朱
熹
の
鬼
神
祭
祀
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
こ
こ
で
は
﹃
朱
子
語
類
﹄
に
み
え
る
︑
萬
物
の
生
成
存
在
か
ら
人
の
生
死
と
靈
魂
︑
そ
し
て
祖
先
祭

祀
ま
で
を
�
括
�
に
論
じ
た
囘
答
例
を
と
り
あ
え
ず
一
つ
あ
げ
て
お
く
︒

天
の
8
理
が
お
お
い
に
い
き
わ
た
り
︑
萬
物
を
發
育
さ
せ
る
︒
理
が
あ
っ
て
の
ち
に
氣
が
あ
る
︒
兩
者
同
時
に
あ
る
と
は
い
っ
て
も
︑
究

極
�
に
は
理
が
%
な
の
だ
︒
人
は
理
を
得
て
生
ま
れ
る
︒
氣
の
淸
い
も
の
が
氣
と
な
り
︑
濁
っ
た
も
の
は
質
と
な
る
︒
知
覺
や
�
動
は
陽

の
作
用
︑
形
體
は
陰
の
作
用
で
あ
る
︒
氣
を
魂
と
い
い
︑
體
を
魄
と
い
う
︒
高
誘
は
﹃
淮
南
子
﹄
に
�
釋
し
て
﹁
魂
は
陽
の
神
︑
魄
は
陰

の
神
﹂
と
い
っ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
神
と
い
っ
て
い
る
の
は
︑
氣
質
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
だ
︒
人
が
生
ま
れ
る
の
は
淸
い
氣

が
聚
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
人
は
多
く
の
氣
を
�
し
て
い
る
の
で
︑
そ
れ
が
盡
き
る
時
が
必
ず
あ
る
︒
盡
き
れ
ば
魂
氣
は
天
に
歸
し
︑
形

魄
は
地
に
歸
っ
て
︑
そ
し
て
死
ぬ
︒
人
が
い
よ
い
よ
死
ぬ
と
い
う
と
き
に
は
熱
氣
が
上
に
上
が
る
が
︑
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
魂
が
升
る
︑
で

あ
り
︑
下

身
が
だ
ん
だ
ん
冷
た
く
な
っ
て
い
く
の
は
︑
い
わ
ゆ
る
魄
が
影
る
︑
で
あ
る
︒
こ
れ
は
生
が
あ
れ
ば
必
ず
死
が
あ
り
︑
始
め

が
あ
れ
ば
必
ず
c
わ
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
︒
聚
散
す
る
の
は
氣
だ
︒
理
は
た
だ
氣
の
上
に
の
っ
か
っ
て
い
て
︑
そ
も
そ
も
凝
結
し
て

一
つ
の
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
︒
た
だ
人
の
立
場
か
ら
し
て
ま
さ
に
そ
う
あ
る
べ
き
と
い
う
の
が
理
な
の
で
あ
っ
て
︑
理
に
つ

い
て
は
聚
散
で
說
�
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
し
て
人
が
死
ね
ば
氣
は
�
c
�
に
は
散
っ
て
し
ま
う
が
︑
し
か
し
一
擧
に
散
り
盡
き
て

し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
︑
祭
祀
に
感
應
し
て
格
る
︑
と
い
う
理
が
あ
る
の
だ
︒
先
祖
の
世
代
の
K
い
者
に
つ
い
て
は
氣
の
�
無
に
つ

い
て
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
し
か
し
祭
祀
を
さ
さ
げ
る
者
が
そ
の
子
孫
で
あ
る
以
上
︑
つ
ま
り
は
一
氣
な
の
で
あ
り
︑
だ
か
ら
祭
祀
に
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感
�
す
る
と
い
う
理
が
あ
る
の
だ(50

)
︒

ま
た
朱
熹
の
高
弟
・
陳
淳
は
︑
�
の
よ
う
に
鯵
�
�
確
に
朱
熹
の
鬼
神
祭
祀
說
を
說
�
し
て
い
る
︒

人
と
天
地
萬
物
は
︑
み
な
天
地
の
閒
に
あ
る
公
共
の
一
箇
の
氣
か
ら
で
き
て
い
る
︒
子
孫
と
祖
宗
も
ま
た
公
共
の
一
氣
な
の
で
あ
る
が
︑

な
か
に
は
互
い
を
つ
な
ぐ
囘
路
が
あ
っ
て
︑
關
係
が
非
常
に
親
し
い
︒
謝
上
蔡
は
�
の
よ
う
に
言
っ
た
︱
︱
｢祖
考
の
精
神
は
�
ち
是
れ

自
家
の
精
神
﹂
と
︒
だ
か
ら
子
孫
が
自
ら
の
�
�
と
敬
�
を
極
め
盡
く
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
︑
己
の
た
ま
し
い
は
集
中
し
︑
そ
し
て
祖
宗

の
た
ま
し
い
も
ま
た
集
ま
り
︑
や
っ
て
く
る
の
だ(51

)

こ
の
よ
う
に
說
�
さ
れ
て
は
じ
め
て
︑
祖
先
と
子
孫
が
同
氣
だ
か
ら
こ
そ
祖
先
の
た
ま
し
い
は
祭
祀
に
感
應
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
一
應
整

合
�
に
說
�
で
き
た
こ
と
に
な
る
︒
朱
熹
ら
は
父
子
同
氣
と
い
う
言
葉
こ
そ
W
っ
て
い
な
い
も
の
の
︑
滋
賀
氏
の
営
べ
た
よ
う
な
同
氣
と
祭
祀

の
關
係
性
は
朱
熹
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
f
生
し
た
の
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
祭
祀
は
子
孫
が
す
る
も
の
だ
と
い
う
�
識
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
︑

﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄﹁
神
は
非
類
を
歆
け
ず
︑
民
は
非
族
を
祀
ら
ず
﹂
(僖
公
十
年
)
を
引
用
す
る
ま
で
も
な
く
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
そ

れ
ら
が
な
ぜ
な
の
か
に
つ
い
て
﹁
氣
﹂
の
レ
ベ
ル
か
ら
說
�
し
︑
哲
學
�
な
裏
附
け
を
與
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
朱
熹
が
は
じ
め
て
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
︒

さ
ら
に
朱
熹
に
は
︑
氣
に
よ
る
祭
祀
の
感
應
と
家
產
の
繼
承
を
重
ね
合
わ
せ
た
發
言
す
ら
あ
る
︒

(弟
子
が
)
質
問
し
た
︒
い
に
し
え
の
M
賢
の
い
う
と
こ
ろ
の
氣
と
は
天
地
閒
の
公
共
の
氣
の
こ
と
で
す
︒
し
か
し
祖
先
の
た
ま
し
い
は

つ
ま
り
自
分
の
た
ま
し
い
だ
と
い
う
こ
と
で
よ
い
で
し
ょ
う
か
︒
(朱
熹
は
)
答
え
た
︒
祖
先
だ
っ
て
公
共
の
氣
だ
︒
我
々
の
こ
の
身
が

天
地
の
閒
に
存
在
す
る
の
も
︑
理
と
氣
と
が
集
ま
っ
た
か
ら
な
の
だ
︒
天
子
は
天
地
を
瓜
括
し
︑
天
地
の
�
て
の
事
に
責
任
を
L
っ
て
い

る
の
だ
か
ら
︑
天
地
と
關
わ
り
あ
い
︑
そ
の
心
は
天
地
と
相
�
じ
て
い
る
︒
氣
が
目
に
見
え
ず
と
ら
え
ど
こ
ろ
が
無
い
も
の
だ
か
ら
と

い
っ
て
自
分
と
は
關
係
な
い
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
︒
諸
侯
が
天
地
を
祭
る
べ
き
で
な
い
の
は
︑
(諸
侯
は
)
天
地
と
關
係
を
持
ち
え

ず
�
じ
合
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
だ
︒
⁝
⁝
各
家
の
子
孫
た
る
も
の
祖
先
か
ら
0
け
繼
い
だ
多
く
の
家
產
に
つ
い
て
經
營
の
責
務
を
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擔
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
︑
そ
の
心
は
祖
先
の
心
と
�
じ
合
っ
て
い
る
︒
⁝
⁝
春
に
な
れ
ば
陽
氣
の
到
來
と
と
も
に
鬼
神
が
や
っ
て
き
て
︑

秋
に
は
陽
氣
の
後
�
と
と
も
に
鬼
神
も
�
く
の
で
︑
そ
の
時
�
に
祭
り
を
行
う
の
で
あ
る(52

)
︒

朱
子
學
の
鬼
神
祭
祀
論
に
つ
い
て
は
中
國
哲
學
硏
究
の
分
野
に
お
い
て
多
く
の
硏
究
蓄
積
が
あ
り
︑
本
稿
で
引
用
し
た
朱
熹
の
語
も
先
行
硏

究
に
お
い
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
良
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
從
來
は
︑
人
の
死
を
氣
の
擴
散
と
�
滅
と
し
て
と
ら
え
る
と

祖
先
の
魂
氣
も
�
滅
す
る
こ
と
と
な
り
︑
祖
先
を
祭
祀
す
る
仕
組
み
が
說
�
で
き
ず
破
綻
す
る
︑
と
い
う
問
題
に
集
中
し
て
硏
究
が
蓄
積
さ
れ

て
き
た(53

)
︒
し
か
し
そ
の
反
面
︑
祭
祀
を
行
う
側
の
子
孫
に
つ
い
て
は
特
段
の
關
心
は
拂
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
�
違
に
お
い
て
︑
朱
熹

の
い
う
祖
先
と
子
孫
と
の
同
氣
關
係
に
も
と
づ
く
祭
祀
と
は
︑
父
系
に
限
ら
れ
母
系
や
姻
族
を
�
く
排
除
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
︑
ま
た
母

系
や
姻
族
の
場
合
と
同
樣
に
︑
む
す
め
と
生
家
の
親
族
の
閒
に
は
祭
祀
し
祭
祀
さ
れ
る
關
係
が
な
い
と
さ
れ
て
き
た
が
︑
朱
熹
は
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
た
の
か
︑
檢
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
︒

四
．
朱
熹
の
祭
祀
論
に
お
け
る
女
性

(一
)
母
系
お
よ
び
姻
族
の
祭
祀

『禮
記
﹄
大
傳
や
祭
法
な
ど
に
は
3
謂
宗
法
の
規
定
が
あ
り
︑
父−

嫡
長
子−

嫡
長
孫
と
い
う
父
系
の
嫡
長
子
繼
承
を
基
盤
と
す
る
祭
祀
組

織
制
度
の
規
定
が
あ
る
︒
朱
熹
は
宗
法
を
根
幹
原
理
と
し
た
冠
婚
葬
祭
の
四
禮
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
﹃
家
禮
﹄
を
定
め
て
お
り(54

)
︑
母
系
親
族
や
姻
族

は
當
然
祭
祀
對
象
外
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
朱
熹
は
︑
こ
う
い
っ
た
祭
祀
對
象
外
の
鬼
神
を
祭
祀
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
︑
そ
の
鬼
神
は
祭
祀
に

感
應
し
な
い
と
は
言
っ
て
は
い
な
い
︒

汪
德
輔
が
質
問
し
た
︒﹁“
祖
考
の
精
神
�
ち
是
れ
自
家
の
精
神
”
で
あ
る
の
で
︑
齋
戒
し
て
祭
祀
す
れ
ば
祖
先

(の
た
ま
し
い
)
が
や
っ

て
き
ま
す
︒
も
し
傍
系
の
親
族
や
子
を
祭
る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
も
︑
や
は
り
同
じ
氣
で
す
の
で
︑
類
推
で
き
る
で
し
ょ
う
︒
妻
や
母
系

― 55 ―

55



親
族
を
祭
る
と
い
う
ケ
ー
ス
で
は
︑
そ
の
た
ま
し
い
は
父
系
親
族
の
た
ま
し
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
︑
心
で
感
じ
て
い

る
だ
け
で
︑
氣
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
︒﹂
(朱
熹
)
曰
く
﹁
祭
ら
れ
て
い
る
者
は
そ
の
た
ま
し
い
が
み
な
感
じ
て
�
じ
る
と

い
う
だ
け
だ
︒
そ
も
そ
も
一
箇
の
源
か
ら
液
れ
出
て
き
た
も
の
で
あ
り
︑
當
初
は
そ
れ
ぞ
れ
#
い
は
無
か
っ
た
︒
天
地
山
川
鬼
神
も
そ
う

だ(55
)

﹂︒

こ
の
對
話
が
興
味
深
い
の
は
︑
ま
ず
第
一
に
︑
質
問
者
に
は
︑
父
系
の
親
族
を
祭
る
の
が
正
瓜
で
あ
る
と
�
識
し
つ
つ
も
︑
妻
や
母
系
親
族

な
ど
本
來
祭
祀
對
象
で
な
い
親
族
を
祭
る
こ
と
も
�
�
に
あ
り
︑
か
つ
そ
れ
は
別
段
指
彈
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
X
提
が
あ
り
︑
そ
の

X
提
で
祭
祀
時
の
祖
靈
の
感
應
に
つ
い
て
質
問
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
か
つ
朱
熹
も
ま
た
母
系
親
族
を
祭
る
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
體

に
つ
い
て
は
批
=
し
て
い
な
い
︑
と
い
う
點
で
あ
る
︒
そ
し
て
第
二
に
︑
朱
熹
は
母
系
親
族
の
た
ま
し
い
で
あ
っ
て
も
︑
祭
祀
す
れ
ば
氣
で
感

應
す
る
と
說
�
し
て
い
る
點
で
あ
る(56

)
︒

實
の
と
こ
ろ
︑
氣
の
槪
念
で
は
︑
理
論
上
︑
母
系
親
族
の
祭
祀
を
否
定
・
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
れ
は
︑
氣
と
い
う
槪
念
に
直
接

由
來
す
る
も
の
で
あ
る
︒
氣
と
は
宇
宙
の
萬
物
を
6
成
す
る
*
素
で
あ
り
︑
萬
物
の
一
體
性
の
根
據
と
な
る
と
と
も
に
︑
そ
の
凝
集
の
あ
り
よ

う
の
如
何
に
よ
っ
て
萬
物
が
萬
物
で
あ
る
そ
の
差
衣
の
根
據
で
も
あ
る
︒
瓜
合
と
差
衣
 
と
い
う
兩
者
の
ベ
ク
ト
ル
を
同
時
に
持
つ
槪
念
で
あ

る
か
ら
こ
そ
︑
一
方
�
な
否
定
排
除
の
理
屈
を
6
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒
こ
の
場
合
︑
父
系
親
族
の
鬼
神
を
祭
祀
す
る
の
で
な

け
れ
ば
鬼
神
は
祭
祀
に
�
く
感
應
し
な
い
の
だ
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
︑
祖
先
祭
祀
以
外
の
す
べ
て
の
祭
祀

︱
︱
天
地
山
川
な
ど
︱
︱

が
說

�
で
き
な
く
な
る
︒
父
系
親
族
關
係
は
よ
り
直
接
�
な
感
應
が
�
待
・
想
定
さ
れ
る
濃
密
な
關
係
で
あ
り
︑
だ
か
ら
こ
そ
祖
先
祭
祀
は
父
系
子

孫
に
よ
っ
て
繼
承
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
︑
と
は
い
え
母
系
の
祖
先
に
つ
い
て
の
祭
祀
を
一
切
無
�
味
 
す
る
�
の
位
置
づ
け
を

與
え
る
こ
と
は
理
論
上
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒

と
は
い
え
︑
朱
熹
の
父
系
親
族
重
視
の
�
度
は
當
時
に
お
い
て
は
お
そ
ら
く
特
筆
す
べ
き
內
容
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
そ
も
そ
も
宋
代
當
時
︑

出
嫁
し
た
む
す
め
が
婚
家
先
で
實
父
母
を
祭
っ
た
り
︑
母
方
の
祖
先
を
祭
る
こ
と
は
批
=
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
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例
え
ば
�
頤
が
書
い
た
實
母
の
傳
記
﹁
上
谷
郡
君
家
傳
﹂
は
�
の
よ
う
な
逸
話
と
と
も
に
閲
め
く
く
ら
れ
る
︒

父
が
廣
東
に
地
方
官
と
し
て
赴
任
し
た
際
に
母
は
つ
い
て
ゆ
き
︑
そ
こ
で
た
ま
た
ま
夜
露
に
あ
た
っ
た
こ
と
で
︑
つ
い
に
マ
ラ
リ
ア
に
か

か
っ
て
し
ま
っ
た
︒
北
に
歸
る
こ
と
に
な
っ
た
が
︑
そ
の
8
中
で
病
が
�
變
し
た
︒
醫
者
を
呼
ん
で
(
を
み
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
︑
醫
者

は
﹁
治
り
ま
す
﹂
と
言
っ
た
︒
し
か
し
母
は
二
人
の
子

(�
顥
�
頤
)
に
言
っ
た
︒﹁
そ
れ
は
う
そ
を
つ
い
て
い
る
の
よ
﹂︒
^
く
な
る
一

日
X
︑
�
頤
に
命
じ
て
言
っ
た
︒﹁
今
日
は
百
五

(=

�
食
)
だ
か
ら
︑
私
に
か
わ
っ
て
父
と
母

(=

�
頤
の
母
の
實
の
父
母
)
を
お
祀
り
し

て
ほ
し
い
︒
來
年
は
も
う
お
祀
り
で
き
な
い
︒﹂
夫
人
は
景
德
元
年
甲
辰
十
Q
十
三
日
太
原
で
出
生
︑
皇
祐
四
年
壬
辰
二
Q
二
十
八
日
江

寧
で
死
歿
︒
享
年
四
十
九
︒
始
め
夀
安
縣
君
に
封
ぜ
ら
れ
︑
上
谷
郡
君
を
)
封
さ
れ
た(57

)
︒

こ
れ
は
母
の
顯
頴
を
目
�
と
す
る
�
違
で
あ
り
︑
こ
の
逸
話
は
母
が
如
何
に
親
孝
行
だ
っ
た
か
を
傳
え
る
た
め
に
盛
り
@
ま
れ
た
に
相
#
な

い
︒
出
嫁
し
た
む
す
め
が
實
家
の
父
母
を
祭
る
こ
と
は
襃
め
稱
え
ら
れ
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
死
の
床
に
あ
る
母
の
依
賴
を
う
け

て
︑
�
頤
は
外
祖
父
母
の
祭
祀
を
し
た
に
#
い
な
い(58

)
︒
�
頤
が
外
祖
父
母
の
祭
祀
を
ど
の
よ
う
な
形
式
で
行
っ
た
の
か
︑
興
味
深
い
と
こ
ろ
で

あ
る
が
︑
殘
念
な
が
ら
そ
の
祭
祀
の
詳
細
を
知
る
す
べ
は
な
い
︒
し
か
し
︑
�
頤
の
よ
う
な
理
に
嚴
し
い
思
想
傾
向
の
人
物(59

)
が
母
系
親
族
の
祭

祀
を
行
い
︑
ま
た
出
嫁
し
た
む
す
め
が
實
父
母
を
祭
る
こ
と
を
稱
揚
し
て
い
た
の
は
甚
だ
興
味
深
い
︒
ま
た
�
頤
の
周
邊
で
は
︑
當
時
︑
父
系

原
理
が
さ
ほ
ど
園
底
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
︒
そ
れ
は
門
人
と
の
�
の
問
答
か
ら
も
う
か
が
え
る
︒

門
人
が
質
問
し
た
︒
嫁
に
行
っ
た
む
す
め
が
︑
實
の
父
母
が
^
く
な
っ
た
場
合
に
三
年
の
喪
に
P
す
と
い
う
こ
と
は
︑
で
き
ま
す
か
︒
�

頤
が
い
っ
た
︒
そ
れ
は
だ
め
だ
︒
夫
の
家
に
嫁
い
だ
の
だ
か
ら
︑
舅
姑
に
つ
か
え
る
の
が
大
事
な
の
で
あ
っ
て
︑
私
�
な
感
�
を
增
長
さ

せ
て
は
い
け
な
い(60

)
︒

こ
の
問
答
が
興
味
深
い
の
は
︑
む
す
め
は
一
旦
嫁
せ
ば
夫
の
父
母
こ
そ
が
自
ら
の
父
母
で
︑
實
父
母
は
相
對
�
に
疎
K
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
父
系
家
族
制
か
ら
す
れ
ば
當
然
の
�
識
が
︑
�
頤
の
弟
子
に
な
る
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
人
で
す
ら
�
識
出
來
て
い
な
か
っ
た
こ
と
︑

ま
た
こ
の
よ
う
な
あ
ま
り
に
基
本
�
な
事
柄
に
つ
い
て
の
問
答
が
︑
傳
え
る
價
値
の
あ
る
問
答
と
し
て
﹃
�
氏
?
書
﹄
に
s
錄
さ
れ
た
と
い
う
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こ
と
で
あ
る
︒
も
し
父
系
制
が
强
固
に
確
立
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
︑
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
︒

時
は
南
宋
に
下
り
︑
朱
熹
の
門
人
た
ち
の
場
合
は
︑
父
系
の
親
族
を
祭
祀
す
る
こ
と
が
正
瓜
で
あ
り
︑
母
系
親
族
や
姻
族
は
基
本
�
に
祭
祀

の
對
象
外
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
先
揭
の
汪
德
輔
を
は
じ
め
み
な
が
�
識
し
て
い
た
︒
そ
し
て
父
系
親
族
祭
祀
と
い
う
X
提
に

立
っ
た
う
え
で
︑
父
系
以
外
の
親
族
を
祭
ら
ざ
る
を
得
な
い
現
實
に
ど
う
對
應
す
べ
き
か
を
︑
朱
熹
に
質
問
し
て
い
る
︒

堯
卿
が
質
問
し
た
︒﹁
妻
の
實
母
を
わ
が
家
に
ひ
き
と
っ
て
生
活
の
面
倒
を
み
て
い
る
の
で
す
が
︑
^
く
な
っ
た
後
︑
當
人
の
實
父
母
の

墓
に
い
れ
る
の
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
︒﹂
朱
子
﹁
そ
れ
で
も
良
い
︒﹂﹁
位
�
を
妻
の
實
家
に
お
い
た
と
し
て
も
︑
妻
の
實
家
は
經
濟
�
に

嚴
し
い
狀
況
に
あ
り
ま
す
の
で
︑
我
が
家
の
別
室
で
祭
り
た
い
の
で
す
が
︑
ど
う
で
し
ょ
う
か
︒﹂﹁
そ
れ
は
都
合
が
よ
く
な
い
な

(不

�
)
︒
北
方
で
は
そ
う
い
う
ふ
う
な
¡
慣
が
あ
る
︒
上
谷
郡
君
は
伊
川
先
生
に
こ
う
い
っ
た
︒﹁
今
日
は
私
に
か
わ
っ
て
父
母
を
祭
っ
て
ほ

し
い
︑
�
日

マ

マ

は
も
う
お
祀
り
で
き
な
い
﹂
と
︒
こ
れ
も
ま
た
母
の
實
家
の
祖
先
を
祭
っ
て
い
る
例
だ
︒
し
か
し
經
書
に
は
載
っ
て
い
な
い

こ
と
だ(61

)
︒﹂

妻
の
死
後
そ
の
夫
と
合
葬
せ
ず
生
家
の
墓
に
入
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
朱
熹
が
良
い
と
い
っ
て
い
る
の
は
︑
滋
賀
﹁
原
理
﹂
と
は
相
反
し
て

い
る
こ
と
で
�
目
さ
れ
る(62

)
が
︑
そ
の
こ
と
と
と
も
に
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
︑
母
系
祖
先
を
祭
る
こ
と
に
つ
い
て
朱
熹
が
﹁
不
�
﹂
と
い
う

に
止
ま
り
︑﹁
不
可
﹂
と
は
言
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
朱
熹
は
本
來
祭
祀
對
象
で
は
な
い
親
族
に
つ
い
て
も
︑
後
繼
の
子
孫
が
な
い
場
合

な
ど
︑
祭
ら
ざ
る
を
得
な
い
事
�
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
︑
祭
祀
す
る
こ
と
を
�
め
て
い
た
︒
本
來
祭
祀
對
象
で
な
い
者
を
祭
ら
ざ
る
を
得
な

い
事
態
と
い
う
の
は
︑
母
族
や
姻
族
に
限
ら
ず
︑
父
系
親
族
閒
で
も
$
こ
る
こ
と
で
あ
る
︒
�
の
事
例
は
出
嫁
し
た
も
の
の
︑
夫
族
內
に
身
寄

り
が
な
く
な
り
實
家
に
戾
っ
た
高
齡
の
お
ば
の
祭
祀
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
︒

(葉
味
8
)
﹁
今
︑
わ
た
し
に
は
お
ば
が
い
る
の
で
す
が
︑
そ
の
夫
の
家
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
︑
實
家
に
歸
っ
て
き
て
い
ま
す
︒
す
で
に

年
老
い
て
お
り
ま
す
が
︑
^
く
な
っ
た
後
に
は
兄
弟
や
お
い
を
除
く
と
%
祭
し
て
く
れ
る
も
の
は
い
ま
せ
ん
︒
祔
祭
と
い
う
形
で
祭
っ
て

く
れ
る
者
が
い
る
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
︑
祭
祀
し
て
も
ら
え
な
く
な
る
の
で
は
か
わ
い
そ
う
で
す
︒﹂
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(朱
熹
)
(祭
祀
す
る
者
の
い
な
く
な
っ
た
家
の
者
の
祭
祀
は
︑
�
¤
の
人
々
が
す
る
と
い
う
)
古
の
法
は
す
で
に
す
た
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
︑
�

¤
の
人
々
が
他
人
を
祭
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
の
だ
か
ら
︑
こ
の
場
合
は
N
宜
別
室
に
祭
る
と
い
う
こ
と
で
良
い(63

)
︒

こ
の
お
ば
な
る
人
物
は
す
で
に
嫁
し
た
以
上
︑
婚
ぎ
先
の
夫
の
一
族
の
一
員
で
︑
夫
族
に
お
い
て
祭
ら
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
り
︑
實
家
の
葉

一
族
が
祭
祀
す
べ
き
對
象
で
は
な
い
︒
し
か
し
朱
熹
は
や
む
を
得
な
い
と
し
て
そ
の
祭
祀
を
�
め
て
い
る
︒

さ
て
︑
祭
祀
を
し
て
く
れ
る
子
孫
が
な
い
場
合
︑
父
系

(旣
婚
女
性
の
場
合
は
夫
方
)
の
一
族
の
な
か
か
ら
養
子
を
と
る
︑
あ
る
い
は
嗣
子
を

立
て
る
と
い
う
解
決
策
が
�
も
¥
ま
れ
る
解
決
策
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
朱
熹
の
�
の
手
紙
は
︑
た
と
え
そ
の
よ
う
な
方
法
を
と
っ
た
と
し
て
も
︑

後
嗣
と
し
て
立
て
た
者
に
祭
祀
を
さ
せ
る
こ
と
が
︑
當
時
の
現
實
と
し
て
な
か
な
か
に
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
を
傳
え
て
い
る
︒

宋
さ
ん
は
︑
母
方
の
祖
父
母
に
子
孫
が
お
ら
れ
な
い
の
で
︑
祖
先
祭
祀
の
日
に
は
祭
祀
を
行
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
︑
そ
れ
は
手
厚
い
ご



慮
だ
と
い
え
ま
し
ょ
う
︒
し
か
し
父
系
一
族
で
な
い
者
を
祭
祀
す
る
こ
と
は
︑
8
義
と
い
う
點
か
ら
は
不
安
が
あ
り
ま
す
し
︑
祭
祀
し
て

も
そ
の
成
り
行
き
と
し
て
子
々
孫
々
に
繼
承
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
︑
(外
祖
父
母
を
祭
祀
す
る
と
い
う
)


慮
は
︑
長

�
�
展
¥
に
缺
け
て
い
ま
す
︒
そ
の

(母
系
一
族
の
)
親
戚
を
訪
問
し

(て
相
談
さ
れ
)
︑
外
祖
父
母
に
對
し
て
後
嗣
を
立
て
︑
こ
の
後
嗣

に
祖
先
祭
祀
を
す
べ
き
時
に
祭
祀
を
行
わ
せ
る
よ
う
に
さ
せ
れ
ば
︑
み
た
ま
を
長
く
や
す
ら
が
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
た
だ
し
貧
賤
の

士
の
場
合
こ
の
よ
う
に
す
る
に
は
力
が
足
り
な
か
っ
た
り
︑
あ
る
い
は
後
を
立
て
た
と
し
て
も
後
嗣
に
な
っ
た
者
が
祭
祀
の
こ
と
を
氣
に

と
め
な
か
っ
た
り
す
れ
ば
︑
祖
靈
に
思
い
を
專
一
に
し
て
祭
祀
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
出
來
ま
せ
ん
︒
宋
さ
ん
の
よ
う
な
人
で
あ
れ
ば
︑

力
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
︑
後
嗣
を
立
て
て
︑
田
畑
も
少
し
あ
げ
て
家
も
円
て
て
¦
ま
わ
せ
︑
ま
た
皇
`
に
上
奏
し
て
官
僚

ポ
ス
ト
を
い
た
だ
い
て
俸
祿
を
も
ら
え
る
よ
う
に
す
れ
ば
︑
こ
の
後
嗣
と
な
っ
た
人
も
︑
必
ず
や
宋
さ
ん
の
厚
誼
に
感
激
し
て
︑
祭
祀
を

お
こ
た
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
は
ず
で
す
︒
(後
嗣
を
置
く
の
が
良
い
と
い
う
こ
と
は
)
8
理
と
い
う
點
か
ら
も
�
ら
か
だ
し
︑
利
J
と
い

う
點
か
ら
も
わ
か
り
や
す
い
こ
と
で
す
︒
私
が
思
う
に
︑
宋
さ
ん
は
自
分
で
お
祭
り
し
て
︑
母
方
の
先
祖
を
忘
れ
ま
い
と
す
る
思
い
が
特

に
あ
る
の
で
︑
こ
の
こ
と
に
思
い
が
至
ら
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
︒
も
し
後
嗣
を
置
く
よ
う
に
す
れ
ば
︑
後
嗣
に
な
っ
た
も
の
に
祭
祀
を
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%
ら
せ
︑
自
分
も
行
っ
て
︑
と
く
に
祭
祀
に
必
*
な
金
錢
�
§
助
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
︑
ど
う
し
て
そ
れ
で
だ
め
な
の
で
し
ょ
う
か(64

)
︒

朱
熹
は
宋
氏
に
對
し
自
ら
母
系
祖
先
を
祭
祀
す
る
の
で
は
な
く
︑
嗣
子
を
立
て
て
そ
の
者
に
祭
祀
さ
せ
る
よ
う
勸
め
て
い
る
︒
こ
れ
は
父
系

に
よ
る
祭
祀
の
繼
承
を
d
ぶ
朱
熹
ら
し
い
提
案
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
れ
は
經
濟
�
に
餘
裕
が
あ
り
︑
官
界
で
も
ス
テ
イ
タ
ス
を
持
つ
宋
氏
に
對

し
て
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
勸
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
︒
後
嗣
と
な
っ
た
者
に
恩
義
を
感
じ
て
貰
い
祭
祀
を
續
け
て
貰
う
た
め
に
︑
田
畑
と

家
︑
お
よ
び
官
僚
と
し
て
の
ポ
ス
ト
ま
で
提
供
す
る
こ
と
を
發
案
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
祖
先
祭
祀
の
實
踐
は
當
然
の
こ
と
と
し
て
�
待

で
き
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
祭
祀
の
實
踐
が
¡
慣
と
な
っ
て
お
ら
ず
︑
個
々
人
の
祖
先
に
對
す
る
ひ
と
き
わ
手
厚
い
)

K
の
念
か
ら
行
わ
れ
る
も
の
だ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
母
系
祖
先
の
祭
祀
を
批
=
す
る
の
も
困
難
だ
っ
た
筈
で
あ
る
︒

以
上
︑
祖
先
祭
祀
對
象
者
に
つ
い
て
の
朱
熹
の
考
え
方
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒

一
︑
祖
先
祭
祀
は
父
系
子
孫
閒
で
繼
承
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
︒
母
系
親
族
や
姻
族
は
本
來
祭
祀
す
べ
き
で
は
な
い
︒

二
︑
後
繼
の
子
孫
が
お
ら
ず
祭
祀
が
行
わ
れ
な
い
者
に
つ
い
て
は
︑
た
と
え
母
系
や
姻
族
な
ど
本
來
祭
祀
對
象
外
で
あ
っ
た
と
し
て
も
祭
祀

し
て
よ
い
︒
死
者
が
本
來
祭
祀
對
象
外
の
關
係
に
あ
る
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
祭
祀
す
れ
ば
そ
の
た
ま
し
い
は
祭
祀
に
感
應
す
る
︒
た
だ
し
︑

こ
の
よ
う
な
祭
祀
を
行
う
場
合
は
︑
本
來
祭
祀
對
象
外
に
あ
た
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
︑
父
系
祖
先
の
位
�
と
は
祭
3
を
區
別
し
て
別
室
で
祭

る
こ
と
︒

三
︑
上
記
二
の
ケ
ー
ス
で
も
︑
自
身
に
も
し
財
力
が
あ
れ
ば
︑
後
繼
を
も
た
な
い
親
族
に
は
後
嗣
を
立
て
︑
十
分
な
金
錢
�
§
助
を
行
っ
て
︑

後
嗣
と
な
っ
た
も
の
に
祭
祀
を
行
わ
せ
る
よ
う
に
す
る
の
が
よ
い
︒

總
合
す
る
と
︑
朱
熹
は
︑
父
系
祭
祀
が
原
則
で
あ
る
こ
と
は
�
確
に
し
て
い
る
が
︑
し
か
し
そ
れ
が
出
來
な
い
現
狀
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

も
十
分


慮
し
て
い
る
︒
朱
熹
は
こ
う
い
っ
た
問
題
を
論
じ
る
さ
い
︑﹁
不
孝
三
�
り
︑
後
無
き
を
も
っ
て
大
と
な
す
﹂
(﹃
孟
子
﹄
離
婁
)
式
な
︑

無
後
と
い
う
狀
態
に
な
る
こ
と
自
體
を
批
=
し
た
り
︑
女
子
に
後
繼
の
男
子
を
產
む
こ
と
の
重
*
性
を
强
A
し
た
り
と
い
っ
た
よ
う
な
論
じ
方

は
�
く
し
て
い
な
い
︒﹁
朱
熹
の
思
想
の
眞
骨
頂
は
︑
す
べ
て
を
二
項
對
立
で
捉
え
︑
そ
の
閒
の
バ
ラ
ン
ス
を
絕
妙
に
保
ち
續
け
た
こ
と
に

― 60 ―

60



あ
っ
た(65

)
﹂
の
で
あ
り
︑
後
世
の
人
が
想
宴
す
る
よ
う
な
原
理
原
則
に
峻
嚴
な
8
學
先
生
と
い
う
よ
う
な
人
物
宴
は
朱
熹
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
︒

朱
熹
は
原
理
原
則
と
現
實
の
閒
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
續
け
た
人
だ
っ
た
の
で
あ
り
︑
父
系
祭
祀
原
則
と
そ
れ
で
は
對
應
し
え
な
い
現
實
の
存
在

と
い
う
事
柄
に
お
い
て
も
そ
の
�
勢
は
や
は
り
同
樣
で
あ
っ
た
︒
後
世
の
人
々
が
﹁
こ
れ
が
朱
子
學
だ
﹂
と
思
っ
て
い
る
こ
と
と
︑
實
際
に
朱

熹
が
考
え
て
い
た
こ
と
と
は
峻
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︒

(二
)
む
す
め
の
祭
祀

滋
賀
﹁
原
理
﹂
で
は
︑
女
性
は
嫁
に
行
っ
て
夫
と
一
體
と
な
る
べ
き
存
在
で
あ
り
︑
未
婚
の
む
す
め
は
生
家
に
お
け
る
財
產
權
・
祭
祀
權
が

な
く
︑
未
婚
の
ま
ま
に
死
ん
だ
場
合
は
實
家
の
墳
墓
に
葬
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
別
稿
で
す
で
に
営
べ
た
よ
う
に
︑
�
頤

や
朱
熹
の
よ
う
な
原
理
に
や
か
ま
し
い
筈
の
8
學
者
で
さ
え
︑
未
婚
の
む
す
め
を
自
家
の
墓
地
に
埋
葬
し
て
い
た
し
︑
�
頤
の
記
し
た
墓
地
�

成
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
お
い
て
も
︑
未
婚
で
死
去
し
た
む
す
め
を
墓
地
に
葬
る
の
は
當
然
の
X
提
に
な
っ
て
い
た(66

)
︒
ま
た
︑
そ
も
そ
も
﹃
禮
記
﹄

に
は
む
す
め
に
祖
先
祭
祀
を
學
ば
せ
︑
參
加
さ
せ
る
規
定
も
あ
っ
た(67

)
︒
張
載
は
む
す
め
を
祖
先
祭
祀
に
參
加
さ
せ
て
稱
揚
さ
れ
︑
朱
熹
﹃
家

禮
﹄
に
も
︑
む
す
め
が
祖
先
祭
祀
で
果
た
す
具
體
�
な
役
割(68

)
や
着
る
P
裝
に
つ
い
て
の
規
定
も
あ
る(69

)
︒
未
婚
の
む
す
め
は
祖
先
の
祭
り
か
ら
排

除
す
る
の
で
は
な
く
︑
參
加
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
禮
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
一
家
の
な
か
に
%
祭
者
を
務
め
ら
れ
る
男
性
が
い
な
い
場
合
︑

む
す
め
が
%
祭
し
て
祖
先
祭
祀
を
行
う
こ
と
を
朱
熹
は
�
め
て
い
た
と
い
う
例
も
あ
る(70

)
︒

さ
ら
に
﹃
家
禮
﹄
で
は
︑
未
婚
で
死
去
し
た
む
す
め
に
つ
い
て
も
︑
位
�
を
つ
く
り
︑
生
家
の
祠
堂
で
祀
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
讀
み
取

れ
る
︒
そ
も
そ
も
﹃
家
禮
﹄
に
は
︑
後
を
繼
ぐ
者
が
無
い
死
者
や
︑
未
成
年
死
^
者
を
祀
る
た
め
の
規
定
が
あ
っ
た
︒﹁
祔
﹂
と
い
う
祭
祀
法

で
あ
る
︒
具
體
�
に
は
︑
そ
れ
ら
の
死
者
の
位
�
を
昭
穆
が
同
じ
二
世
代
上
の
祖
先
の
位
�
の
¤
り
に
お
い
て
︑
あ
わ
せ
祭
る
と
い
う
方
法
で

あ
る
︒伯

叔
祖
父
母
の
位
�
は
︑
高
祖
の
位
�
の
脇
に
お
い
て
あ
わ
せ
祭
る

(=

祔
す
)
︒
伯
叔
父
母
は
曾
祖
に
祔
す
︒
妻
も
し
く
は
兄
弟
︑
兄
弟
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之
妻
に
つ
い
て
は
︑
祖
に
祔
す
︒﹁
子
姪
﹂
は
父
に
祔
す
︒
位
�
は
す
べ
て
西
向
き
に
置
く
︒
位
�
と
位
�
が
入
る
櫝
は
正
規
に
祭
る
祖

先
の
位
�
や
櫝
と
同
じ
よ
う
に
竝
べ
る
︒﹁
姪
﹂
の
父
が
自
ら
祀
堂
を
立
て
た
場
合
は
︑
そ
ち
ら
の
祠
堂
に
位
�
を
�
す
︒
○
�
子
曰
く
︑

﹁
無
P
之
殤
﹂
(八
歲
未
滿
の
死
者
)
は
祭
祀
し
な
い
︒
下
殤

(八
歲
か
ら
十
一
歲
ま
で
の
死
者
)
の
祭
り
は
︑
死
者
の
父
母
が
生
き
て
い
る
閒

は
行
う
︒
中
殤

(十
二
歲
か
ら
十
五
歲
ま
で
の
死
者
)
の
祭
り
は
︑
死
者
の
兄
弟
が
生
き
て
い
る
閒
は
行
う
︒
長
殤

(十
六
歲
か
ら
十
九
歲
ま

で
の
死
者
)
の
祭
り
は
︑
死
者
の
兄
弟
の
子
が
生
き
て
い
る
閒
は
行
う
︒
成
人
で
^
く
な
り
後
嗣
ぎ
が
無
い
者
の
祭
り
は
︑
兄
弟
の
孫
が

生
き
て
い
る
閒
は
行
う
︒
こ
れ
ら
の
規
定
は

(禮
經
に
は
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
)
︑
皆
︑
禮
の
義
に
も
と
づ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る(71

)
︒

滋
賀
﹁
原
理
﹂
に
お
い
て
は
︑
未
成
年
死
^
者
に
つ
い
て
は
男
女
問
わ
ず
祖
墳
に
葬
ら
れ
な
い
と
さ
れ
た
が
︑
�
頤
も
朱
熹
も
少
な
く
と
も

男
性
に
つ
い
て
は
八
歲
以
上
は
埋
葬
ど
こ
ろ
か
︑
位
�
祭
祀
さ
え
す
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
�
白
で
あ
る
︒
で
は
女
性
は
ど
う
か
︒
上
記
の

�
料
で
は
未
成
年
死
^
者
は
﹁
子
姪
﹂﹁
姪
﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
男
性
の
み
し
か
祔
祭
さ
れ
な
い
よ
う
に
も
讀
め
る
が
︑﹁
�
禮
﹂
部
に

書
か
れ
た
具
體
�
な
儀
禮
の
手
順
を
見
る
限
り
︑
夭
折
し
た
む
す
め
に
つ
い
て
も
位
�
が
あ
り
︑
祭
祀
の
際
に
は
祔
祭
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
�

ら
か
に
う
か
が
え
る
︒

%
人
は
手
を
洗
い
︑
拭
き
︑
階
段
を
上
り
︑
笏
を
大
帶
に
さ
し
は
さ
み
︑
櫝
を
ひ
ら
き
︑
男
性
の
祖
先
の
位
�
を
出
し
て
櫝
の
X
に
置
く
︒

%
ª
は
手
を
洗
い
︑
拭
き
︑
階
段
を
上
り
︑
女
性
の
祖
先
の
位
�
を
男
性
の
祖
先
の
位
�
の
東
の
位
置
に
置
く
︒
�
に
祔
祭
し
て
い
る
位

�
を
同
じ
よ
う
に
櫝
か
ら
出
し
て
い
く
︒
長
子
長
ª
あ
る
い
は
長
女
に
命
じ
︑
手
を
洗
い
︑
拭
き
︑
階
段
を
上
り
祔
祭
し
て
い
る
下
の
世

代
の
位
�
を
そ
れ
ぞ
れ
出
し
て
い
く
︒
作
法
は
同
じ
よ
う
に
す
る
︒
⁝
⁝
%
人
は
階
段
を
升
り
︑
笏
を
大
帶
に
さ
し
は
さ
み
︑
酒
さ
し
を

と
り
︑
ま
ず
直
系
の
祖
先
の
位
�
︑
�
に
祔
祭
の
位
�
に
對
し
︑
酒
を
つ
ぎ
供
え
る
︒
�
に
長
子
に
命
じ
て
祔
祭
の
位
�
で
世
代
の
低
い

者
に
つ
い
て
酒
を
つ
ぎ
供
え
る
︒
%
ª
が
の
ぼ
り
︑
茶
筅
を
執
り
︑
執
事
者
が
湯
瓶
を
執
っ
て
從
い
︑
茶
を
入
れ
て
供
え
る
︒
作
法
は
同

じ
よ
う
に
す
る
︒
長
ª
あ
る
い
は
長
女
に
命
じ
て
同
じ
よ
う
に
す
る(72

)
︒

%
人
や
%
ª
は
︑
そ
れ
が
正
位

(直
系
の
先
祖
)
で
あ
れ
︑
祔
位

(無
後
の
死
者
)
で
あ
れ
︑
自
ら
の
世
代
以
上
の
死
者
の
位
�
に
つ
い
て
は
︑
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櫝
か
ら
出
し
︑
酒
や
茶
を
供
え
る
が
︑
自
ら
か
ら
み
て
﹁
卑
﹂︑
つ
ま
り
世
代
が
下
の
死
者
の
位
�
に
つ
い
て
は
︑
長
子
と
長
ª
あ
る
い
は
長

女
に
さ
せ
る
と
い
う
規
定
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る(73

)
︒
%
人
よ
り
世
代
が
下
の
死
者
の
位
�
と
い
う
こ
と
は
︑
%
人
の
子
や
孫
の
世
代
の

位
�
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
し
て
長
ª
あ
る
い
は
長
女
に
掌
ら
せ
て
い
る
の
は
女
性
の
位
�
で
あ
る
の
だ
か
ら
︑
つ
ま
り
未
婚
の
ま
ま
^
く

な
っ
た
%
人
の
む
す
め
や
孫
む
す
め
の
位
�
が
作
ら
れ
︑
祠
堂
の
な
か
に
お
か
れ
︑
祭
ら
れ
る
規
定
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
る
︒

�
淸
�
に
お
い
て
朱
熹
﹃
家
禮
﹄
オ
リ
ジ
ナ
ル
テ
キ
ス
ト
よ
り
も
�
;
し
た
と
い
わ
れ
る
丘
濬
﹃
家
禮
儀
l
﹄
に
お
い
て
も
︑
こ
の
規
定
は
そ

の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
︒
未
婚
で
^
く
な
っ
た
む
す
め
に
つ
い
て
︑
位
�
を
つ
く
り
︑
自
家
の
祠
堂
內
で
祭
る
こ
と
こ
そ
が
︑
朱
子
學
に
お

け
る
禮
の
規
定
で
あ
っ
た
︒

お
わ
り
に

以
上
営
べ
て
き
た
こ
と
を
ご
く
鯵
單
に
ま
と
め
る
と
以
下
の
�
り
で
あ
る
︒

一
︑
先
秦
～
漢
代
に
お
い
て
は
︑
父
子
同
氣
と
い
う
槪
念
は
存
在
し
な
か
っ
た
︒
同
氣
と
い
っ
た
場
合
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
母
子
閒
が
ま

ず
想
$
さ
れ
︑
父
に
つ
い
て
は
補
足
さ
れ
る
形
で
父
母
子
同
氣
と
表
現
さ
れ
て
い
た
︒

二
︑
魏
晉
南
北
D
隋
�
�
に
お
い
て
︑
兄
弟
を
同
氣
と
す
る
用
法
が
確
立
す
る
が
︑
父
子
同
氣
と
い
う
用
法
は
O
け
ら
れ
て
ほ
と
ん
ど
用
い

ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
ま
た
�
代
以
X
に
お
い
て
は
祖
先
祭
祀
が
氣
と
關
係
す
る
と
い
う
考
え
方
自
體
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
︒

三
︑
宋
代
︑
朱
熹
に
至
っ
て
は
じ
め
て
︑
祖
先
と
子
孫
が
同
氣
で
あ
る
か
ら
こ
そ
祭
祀
し
祭
祀
さ
れ
る
關
係
に
な
る
と
い
う
考
え
方
が
成
立

し
︑
氣
の
槪
念
に
よ
っ
て
祖
先
の
祭
祀
と
靈
魂
の
感
應
が
說
�
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
父
系
の
祭
祀
繼
承
が
正
瓜
で
あ
る
こ
と
も
說
か
れ
た
︒

し
か
し
氣
の
槪
念
上
︑
母
系
な
ど
本
來
祭
祀
對
象
外
の
祖
先
祭
祀
を
完
�
に
否
定
排
除
す
る
こ
と
は
理
論
上
も
不
可
能
で
あ
っ
た
︒
後
繼
が
な

い
な
ど
や
む
を
え
な
い
場
合
に
は
母
系
な
ど
の
祭
祀
を
す
る
こ
と
も
朱
熹
は
�
め
て
い
た
︒

四
︑
朱
熹
は
父
系
祭
祀
が
正
瓜
で
あ
る
と
�
識
し
て
い
た
が
︑
む
す
め
は
生
家
に
お
い
て
祭
り
祭
ら
れ
る
關
係
に
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
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い
た
︒
そ
れ
は
や
む
を
得
な
い
措
置
と
し
て
で
は
な
く
︑
そ
れ
が
禮
と
さ
れ
て
い
た
︒
未
婚
の
む
す
め
は
自
家
の
父
祖
を
祭
る
も
の
と
さ
れ
た

し
︑
未
婚
の
う
ち
に
死
去
し
た
場
合
は
︑
祖
墳
に
葬
ら
れ
︑
位
�
が
作
ら
れ
祠
堂
に
祭
ら
れ
た
︒

つ
ま
り
︑
滋
賀
﹁
原
理
﹂
を
荏
え
る
父
子
同
氣
と
い
う
槪
念
は
︑
滋
賀
氏
の
い
う
よ
う
な
漢
か
ら
淸
ま
で
一
貫
し
て
存
在
す
る
考
え
方
で
は

な
か
っ
た
︒
滋
賀
氏
の
い
う
﹁
父
子
同
氣
﹂
に
�
い
考
え
方
は
︑﹁
父
子
同
氣
﹂
と
い
う
語
句
こ
そ
W
っ
て
い
な
い
も
の
の
︑
宋
代
朱
子
學
に

お
い
て
は
じ
め
て
成
立
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
滋
賀
﹁
原
理
﹂
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
祭
祀
權
上
の
む
す
め
の
無
權
利
は
︑

朱
子
學
で
の
想
定
を
は
る
か
に
越
え
て
い
た
︒
滋
賀
﹁
原
理
﹂
は
﹁
自
然
�
に
人
々
の
�
識
の
う
ち
に
刻
ま
れ
て
い
き
い
き
と
働
い
て
い
る
法

�
な
論
理(74

)
﹂
と
さ
れ
て
い
た
が
︑
し
か
し
8
理
を
非
常
に
重
ん
じ
る
思
想
傾
向
を
も
つ
8
學
者
の
�
頤
や
朱
熹
で
す
ら
も
共
�
し
て
い
な
か
っ

た
女
性
抑
壓
の
原
理
が
︑
一
般
社
會
に
お
い
て
︑
二
千
年
以
上
に
も
亙
っ
て
﹁
自
然
�
に
人
々
の
�
識
の
う
ち
に
刻
ま
れ
て
い
き
い
き
と
働
い

て
い
た
﹂
と
み
な
す
の
は
困
難
と
思
わ
れ
る
︒

し
か
し
滋
賀
﹁
原
理
﹂
が
長
く
名
著
と
し
て
讀
み
繼
が
れ
て
き
た
の
は
︑
そ
れ
が
現
在
ま
で
多
く
傳
存
し
て
い
る
�
淸
�
の
裁
=
關
係
�
料

や
︑
戰
X
に
華
北
東
北
地
域
で
行
わ
れ
た
各
種
舊
慣
A
査
の
結
果
が
さ
し
し
め
し
て
い
る
實
態
と
符
合
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
�
料
の
分

析
槪
念
と
し
て
︑
滋
賀
﹁
原
理
﹂
が
�
用
な
時
代
・
地
域
・
局
面
は
確
か
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
今
後
必
*
な
作
業
は
︑
滋
賀
﹁
原
理
﹂
が
歷

�
�
に
︑
地
域
�
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
き
︑﹁
原
理
﹂
形
成
の
+
�
と
そ
の
*
因
を
�
ら
か
に
し
て
い
く

こ
と
で
あ
ろ
う
︒
殘
さ
れ
た
課
題
は
K
大
で
あ
る
︒
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�(1
)
滋
賀
秀
三
﹃
中
國
家
族
法
の
原
理
﹄
創
�
社
︑
一
九
六
七
年

(以

下
︑
滋
賀
﹃
家
族
法
﹄
と
略
記
)︒

(2
)
寺
田
浩
�
﹃
中
國
法
制
�
﹄
(東
京
大
學
出
版
會
︑
二
〇
一
八
年
)︑

第
一
違
﹁
人
と
家
﹂︒
ま
た
大
澤
正
昭
氏
は
�
宋
�
の
家
族
�
・
女

性
�
の
學
界
動
向
に
つ
い
て
論
じ
︑﹁
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
法
制
�
の

側
面
で
は
︑
滋
賀
秀
三
の
體
系
�
で
說
得
�
な
硏
究
が
あ
る
こ
と
言

う
ま
で
も
な
い
︒﹁
家
族
法
の
原
理
﹂
と
い
う
視
點
を
設
定
す
る
と

き
︑
滋
賀
と
衣
な
る
體
系
を
提
示
す
る
の
は
な
か
な
か
に
困
難
で
あ

ろ
う
﹂
と
営
べ
る

(大
澤
正
昭
﹁
�
宋
時
代
の
家
族
と
女
性
︱
︱

怨
た
な
視
點
の
摸
索
﹂﹃
中
國
�
學
﹄
一
五
︑
二
〇
〇
九
年
)︒

(3
)
滋
賀
﹃
家
族
法
﹄
五
頁
﹁
漢
か
ら
淸
ま
で
を
一
つ
の
時
代
と
し
て

と
ら
え
る
の
は
︑
そ
の
閒
に
歷
�
�
發
展
が
な
か
っ
た
な
ど
と
い
う

�
味
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
︑
た
だ
︑
如
何
よ
う
な
發

展
が
あ
っ
た
に
せ
よ
︑
巨
視
�
に
見
る
な
ら
ば
︑
�
も
基
本
�
な
部

面
に
お
い
て
は
體
制
の
一
定
の
型
が
動
く
こ
と
が
な
か
っ
た
﹂︒

(4
)
下
倉
涉
﹁
漢
代
の
母
と
子
﹂﹃
東
北
大
學
東
洋
�
論
集
﹄
八
︑
二

〇
〇
一
年
︑
同
氏
﹁
衣
父
同
母
と
い
う
關
係
︱
︱
中
國
父
系
社
會

�
硏
究
序
說
﹂
小
濱
正
子
«
著
﹃
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
中
國
�
(ア
ジ
ア

¬
學
一
九
一
)﹄
勉
�
出
版
︑
二
〇
一
五
年
︑
3
收
︒
な
お
︑
加
®

常
賢
﹃
荏
á
古
代
家
族
制
度
硏
究
﹄
(岩
波
書
店
︑
一
九
四
〇
年
)

で
は
︑
先
秦
時
代
に
お
い
て
は
︑
出
嫁
し
た
女
性
も
生
族
の
同
宗
人

と
み
な
さ
れ
て
お
り
︑
嫁
女
の
子
は
父
の
生
族

(父
族
)
か
ら
だ
け

で
は
な
く
︑
母
の
生
族

(母
族
)
か
ら
も
そ
の
族
員
と
み
な
さ
れ
て

い
た
と
論
じ
る
︒
ま
た
仁
井
田
陞
﹃
荏
á
身
分
法
�
﹄
(東
方
�
 

學
院
︑
一
九
四
二
年
)
で
は
﹁
漢
代
に
は
女
子
は
出
嫁
の
後
も
父
兄

の
同
族
と
見
る
說
が
行
わ
れ
て
い
た
﹂
と
営
べ
ら
れ
る
︒
山
田
¯
芳

﹁
中
國
古
代
の
﹃
家
﹄
と
均
分
宗
族
﹂
(﹃
東
北
ア
ジ
ア
硏
究
﹄
二
︑

一
九
九
八
年
)
で
は
︑
母
子
關
係
・
同
母
關
係
が
當
時
重
*
視
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
�
ら
か
に
さ
れ
︑
當
該
時
�
特
�
の
親
族
觀
念
と
し

て
﹁
母
の
原
理
﹂
と
定
義
さ
れ
る
︒

(5
)
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
中
國
�
に
お
け
る
家
族
宴
の
展
開
︱
︱
滋
賀

﹁
中
國
家
族
法
﹂
を
歷
�
 
す
る
﹂
二
〇
一
三
年
九
Q
二
一
日
︑
於

日
本
大
學
�
理
學
部
百
周
年
記
念
會
館

%
催
︑
東
洋
�
庫
現
代
中

國
硏
究
±
料
室
ジ
ェ
ン
ダ
ー
±
料
硏
究
班
＆
科
硏
基
盤
C
﹁
歷
�
�

視
點
に
よ
る
中
國
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
に
關
す
る
總
合
�
硏
究
﹂

(代
表
︑
日
本
大
學
�
理
學
部
・
小
濱
正
子
)︒

(6
)
ð

(4
)
X
揭
小
濱
正
子
«
著
﹃
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
中
國
�
(ア
ジ

ア
¬
學
一
九
一
)﹄︒
小
濱
正
子
・
下
倉
涉
ほ
か
«
﹃
中
國
ジ
ェ
ン

ダ
ー
�
硏
究
入
門
﹄
(京
都
大
學
學
²
出
版
會
︑
二
〇
一
八
年
)︒

(7
)
拙
論
﹁
墓
か
ら
み
た
傳
瓜
中
國
の
家
族
︱
︱
宋
代
8
學
者
の

作
っ
た
墓
﹂
(﹃
社
會
�
 
論
集
﹄
一
一
號
︑
二
〇
一
五
年
)︑
拙
�

﹁
む
す
め
の
墓
・
母
の
墓
︱
︱
墓
か
ら
み
た
傳
瓜
中
國
の
家
族
﹂

(ð
(6
)
X
揭
﹃
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
中
國
�
﹄
3
收
)︒
拙
論
﹁
傳
瓜

家
族
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
朱
子
學
﹂
(ð
(6
)
X
揭
﹃
中
國
ジ
ェ
ン

ダ
ー
�
硏
究
入
門
﹄
3
收
)︒

(8
)
本
稿
は
︑
ð

(7
)
拙
論
﹁
傳
瓜
家
族
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
朱
子

學
﹂
に
お
い
て
ご
く
端
緖
�
に
示
し
た
こ
と
を
展
開
・
實
證
し
た
も

の
で
あ
る
︒
ま
た
ð

(5
)
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
口
頭
報
吿
﹁
母
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の
祀
り
・
妻
の
祀
り
︱
︱
祖
先
祭
祀
論
か
ら
﹁
中
國
家
族
法
の
原

理
﹂
を
再
考
す
る
﹂
お
よ
び
二
〇
一
三
年
度
東
洋
�
硏
究
會
大
會
報

吿
﹁
朱
熹
の
祖
先
祭
祀
論
と
そ
の
位
置
に
つ
い
て
﹂︑
�
淸
�
夏
合

宿
二
〇
一
九
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
�
淸
�
硏
究
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
%
液
 

す
る
Ⅰ
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
點
で
再
考
す
る
�
淸
社
會
﹂
で
の
口
頭
報

吿
﹁
中
國
家
族
法
の
原
理
再
考
︱
︱
思
想
�
の
見
地
か
ら
﹂
の
一

部
を
�
違
 
し
た
も
の
で
あ
る
︒
6
想
か
ら
�
違
 
ま
で
か
く
も
時

閒
を
*
し
た
の
は
ひ
と
え
に
筆
者
の
怠
惰
に
よ
る
も
の
で
慚
愧
に
堪

え
な
い
︒
會
場
に
て
樣
々
に
ご
敎
示
下
さ
っ
た
先
生
方
に
心
よ
り
感

謝
申
し
上
げ
た
い
︒

(9
)
滋
賀
﹃
家
族
法
﹄
三
五
頁
～
三
六
頁
︒

(10
)
滋
賀
﹃
家
族
法
﹄
一
一
三
頁
︒

(11
)
『易
﹄
繫
辭
下
傳
﹁
天
地
絪
縕
︑
萬
物
 
醇
︒
男
女
6
精
︑
萬
物

 
生
︒﹂﹃
莊
子
﹄
大
宗
師
﹁
子
來
曰
︑
父
母
於
子
︑
東
西
南
北
︑
唯

命
之
從
︒
陰
陽
於
人
︑
不
翅
於
父
母
︒
彼
�
吾
死
而
我
不
聽
︑
我
則

悍
矣
︒
彼
何
罪
焉
︒
夫
大
塊
載
我
以
形
︑
勞
我
以
生
︑
佚
我
以
老
︑

息
我
以
死
︒
故
善
吾
生
者
︑
乃
3
以
善
吾
死
也
︒﹂﹃
管
子
﹄
內
業

﹁
凡
人
之
生
也
︑
天
出
其
生
︑
地
出
其
形
︑
合
此
以
爲
人
︒
和
乃
生
︑

不
和
不
生
︒﹂
な
ど
︑
枚
擧
に
い
と
ま
が
な
い
︒
滋
賀
氏
は
﹁
母
に

つ
い
て
﹁
氣
﹂
と
い
う
言
葉
は
用
い
ら
れ
な
い
﹂
(﹃
家
族
法
﹄
三
六

頁
)
と
営
べ
る
が
︑
そ
れ
は
萬
物
の
生
成
を
論
じ
る
際
︑
特
に
儒
敎

�
獻
に
お
い
て
は
︑
父
母
と
い
う
言
葉
よ
り
は
﹁
陰
陽
﹂﹁
男
女
﹂

﹁
夫
ª
﹂
と
い
っ
た
語
が
好
ん
で
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
由
來
す

る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
な
お
︑
8
敎
�
獻
で
は
﹁
父
母
﹂
と
い

う
表
現
が
好
ん
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
か
ら
﹁
父
母
の
氣
﹂﹁
母
の
氣
﹂

(﹃
周
易
參
同
契
發
揮
﹄)
と
い
う
表
現
も
み
ら
れ
る
︒
村
上
嘉
實

﹁
周
易
參
同
契
に
お
け
る
同
類
の
思
想
﹂
(山
田
慶
兒
・
田
中
淡
«

﹃
中
國
古
代
科
學
�
論

續
]
﹄
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
3
︑
一

九
九
一
年
︑
3
收
)
參
照
︒

(12
)
な
お
︑
滋
賀
氏
は
論
據
と
し
て
父
を
種
子
︑
母
を
畑
に
見
立
て
た

淸
代
の
訓
戒
書
中
の
一
l
(﹃
訓
俗
?
規
﹄
卷
三
魏
叔
子
日
錄
)
を

根
據
に
あ
げ
る
︒
し
か
し
そ
も
そ
も
敎
訓
と
は
︑
現
實
で
は
實
踐
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
り
︑
�
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
だ
か

ら
こ
そ
敎
訓
と
な
る
と
い
う
性
格
を
あ
わ
せ
も
ち
︑
か
つ
誇
張
表
現

も
含
み
や
す
い
︒
敎
訓
を
用
い
る
場
合
に
は
そ
れ
が
語
ら
れ
た
社
會

背
景
や
實
際
の
機
能
な
ど
も
見
極
め
る
愼
重
さ
が
必
*
で
あ
る
と
考

え
る
︒
ま
た
︑
こ
の
敎
訓
中
に
は
﹁
氣
﹂
の
語
や
そ
の
槪
念
が
登
場

し
て
お
ら
ず
︑
こ
の
發
想
が
氣
の
槪
念
と
は
�
く
無
關
係
に
語
ら
れ

て
い
る
可
能
性
を
拂
拭
で
き
な
い
︒

(13
)
た
と
え
ば
﹃
禮
記
﹄
祭
義
﹁
其
氣
發
揚
于
上
︑
爲
昭
�
︑
焄
蒿
悽

愴
︑
此
百
物
之
精
也
︑
神
之
著
也
﹂
條
孔
駅
﹁
正
義
曰
︑
一
經
申
�

神
也
︑
此
利
擇
人
氣
爲
神
︑
言
人
生
賦
形
體
︑
與
氣
合
共
爲
生
︑

⁝
﹂
は
一
見
︑
形
と
氣
を
別
者
と
み
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
︑
こ
の

�
違
は
﹁
神
﹂
と
は
何
か
を
い
う
�
違
で
あ
る
こ
と
に
留
�
す
べ
き

で
あ
る
︒

(14
)
た
と
え
ば
�
天
祥
の
正
氣
歌
﹁
天
地
�
正
氣
︑
雜
然
賦
液
形
︒
下

則
爲
河
嶽
︑
上
則
爲
日
星
︒
於
人
曰
浩
然
︑
沛
乎
塞
蒼
冥
︒
皇
路
當

淸
夷
︑
含
和
吐
�
庭
︒﹂
(﹃
�
山
�
集
﹄
卷
一
四
)

(15
)
ð

(2
)
X
揭
寺
田
氏
著
書
︒

(16
)
『名
公
書
=
淸
�
集
﹄
卷
一
三
¸
惡
門
︑
叔
誣
吿
姪
女
身
死
不
�

― 66 ―

66



﹁
契
勘
︑
息
娘
乃
天
敘
之
女
︑
天
敘
乃
天
佑
之
兄
︒
息
娘
父
死
︑
母

�
殘
病
︑
兄
弟
三
人
︑
息
娘
居
長
︑
得
乃
祖
璩
堯
祖
撥
一
分
田
爲
粧

奩
︑
嫁
與
姨
元
三
娘
之
子
張
崇
仁
︒﹂
ま
た
後
段
に
は
﹁
息
娘
弟
妹
﹂

と
い
う
表
現
が
あ
る
の
で
︑﹁
兄
弟
三
人
﹂
の
內
實
は
姉
弟
妹
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
︒
本
件
は
︑
息
娘
の
父
の
兄
天
佑
が
︑
息
娘
の
持

參
財
を
わ
が
も
の
に
し
よ
う
と
ね
ら
い
︑
婚
姻
そ
れ
自
體
が
不
正
で

あ
る
こ
と
や
︑
息
娘
の
死
に
不
審
な
點
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
あ
げ
て

張
家
を
吿
訴
し
た
た
め
︑
息
娘
の
墓
は
暴
か
れ
檢
屍
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
︒
=
語
作
者
¹
浩
堂
は
天
佑
の
行
爲
を
指
彈
し
︑
死
後
の
安

寧
を
脅
か
さ
れ
た
息
娘
を
哀
れ
ん
で
�
の
よ
う
に
営
べ
る
︒﹁
W
息

娘
爲
印
天
佑
之
親
生
必
不
肯
爲
是
︑
今
是
其
姪
女
也
︑
甘
辱
其
親
兄

之
?
體
︑
以
快
其
一
身
之
私
憾
︑
骨
肉
恩
義
︑
至
此
殆
絕
︒
天
佑
之

罪
可
¯
治
哉
︒﹂
兄
の
?
體
で
あ
る
め
い
を
辱
め
た
︑
と
い
う
こ
と

は
︑
む
す
め
は
父
の
?
體
︑
つ
ま
り
む
す
め
は
父
の
體
を
繼
ぐ
存
在

だ
と
い
う
血
緣
觀
を
看
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
な
お
︑
本
裁
=
で
︑

息
娘
の
持
參
財
を
ど
の
よ
う
に
º
う
か
の
問
題
に
つ
い
て
﹁
若
以
此

田
復
»
璩
氏
︑
則
息
娘
弟
妹
︑
各
�
己
分
︑
不
得
再
得
此
分
︒﹂
と

あ
る
︒
す
で
に
弟
妹
の
財
產
分
け
は
c
わ
っ
て
い
る
の
で
︑
姉
の
息

娘
の
分
を
さ
ら
に
得
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
︑
と
い
う
こ
と
は
︑

つ
ま
り
女
性
も
家
產
分
割
で
分
與
が
得
ら
れ
る
の
が
當
然
で
あ
る
と

い
う
觀
念
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
︒
さ
き
の
む
す
め
を
父
の
?

體
と
す
る
表
現
と
あ
わ
せ
て
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
︒

(17
)
上
田
信
氏
も
む
す
こ
と
む
す
め
の
氣
の
#
い
に
つ
い
て
寺
田
氏
と

同
樣
の
說
�
を
行
っ
て
い
る
︒﹃
風
水
と
い
う
¼
境
學

︱
︱
氣
の

液
れ
る
大
地
︱
︱
﹄
農
�
協
︑
二
〇
〇
六
年
︒

(18
)
滋
賀
﹃
家
族
法
﹄
三
五
頁
︒

(19
)
『宋
書
﹄
卷
五
五
傅
隆
傳
︑﹃
南
�
﹄
卷
一
五
傅
隆
傳
︑﹃
�
典
﹄

卷
一
六
七
︑
𠛬
法
五
︑
雜
議
下
に
ほ
ぼ
同
じ
記
載
が
あ
る
︒

(20
)
『宋
書
﹄
卷
五
五
傅
隆
傳
﹁
時
會
稽
剡
縣
民
黃
初
妻
趙
打
息
載
妻

王
死
^
︒
I
赦
︑
王
�
父
母
;
息
男
稱
︑
息
女
葉
︑
依
法
徙
趙
二
千

里
外
︒
隆
議
之
曰
︑
原
夫
禮
律
之
興
︑
蓋
本
之
自
然
︑
求
之
�
理
︑

非
從
天
墮
︑
非
從
地
出
也
︒
父
子
至
親
︑
分
形
同
氣
︑
稱
之
於
載
︑

卽
載
之
於
趙
︑
雖
云
三
世
︑
爲
體
¿
一
︑
未
�
能
分
之
者
也
︒
稱
雖

創
巨
痛
深
︑
固
無
讎
祖
之
義
︒
若
稱
可
以
殺
趙
︑
趙
當
何
以
處
載
︒

將
父
子
孫
祖
︑
互
相
殘
戮
︑
懼
非
先
王
�
罰
︑
咎
繇
立
法
之
本
旨
也
︒

向
W
石
厚
之
子
︑
日
磾
之
孫
︑
砥
鋒
�
鍔
︑
不
與
二
祖
同
戴
天
日
︑

則
石
碏
︑
秺
侯
何
得
液
名
百
代
︑
以
爲
美
談
者
哉
︒
舊
令
云
︑
殺
人

父
母
︑
徙
之
二
千
里
外
︒
不
施
父
子
孫
祖
�
矣
︒
趙
當
O
王
朞
功
千

里
外
耳
︒
令
亦
云
︑
凡
液
徙
者
︑
同
籍
親
�
欲
相
隨
者
︑
聽
之
︒
此

印
大
�
�
體
︑
因
親
以
敎
愛
者
也
︒
趙
旣
液
移
︑
載
爲
人
子
︑
何
得

不
從
︒
載
從
而
稱
不
行
︑
豈
名
敎
3
許
︒
如
此
︑
稱
趙
悦
不
可
分
︒

趙
雖
內
愧
c
身
︑
稱
當
沉
痛
沒
齒
︑
孫
祖
之
義
︑
自
不
得
永
絕
︑
事

理
固
然
也
︒
從
之
︒﹂
な
お
︑
�
後
の
一
�
に
登
場
す
る
﹁
孫
祖
﹂

の
內
實
は
︑
祖
父−

孫
で
は
な
く
︑
祖
母−

孫
で
あ
り
︑
祖
と
い
う

一
字
で
祖
母
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
�
�
し
た
い
︒

(21
)
本
用
例
﹁
父
子
至
親
︑
分
形
同
氣
﹂
を
﹁
父
子
は
至
親
で
分
形
同

氣
﹂
と
讀
ん
だ
場
合
︑
同
氣
關
係
が
父
子
閒
に
限
ら
れ
て
し
ま
い
︑

�
(
と
齟
齬
が
生
じ
る
︒
し
か
し
﹁
父
子
と
至
親
は
分
形
同
氣
﹂
と

讀
み
︑
至
親
を
女
性
を
含
む
�
も
�
し
い
肉
親
と
解
釋
す
れ
ば
︑
矛

盾
な
く
�
�
が
�
じ
る
︒
な
お
︑
母
子
を
至
親
と
表
現
す
る
用
例
は
︑
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經
書
に
廣
く
用
例
が
み
ら
れ
る
︒﹃
儀
禮
﹄
喪
P
﹁
出
妻
之
子
爲
父

後
者
︑
則
爲
出
母
無
P
﹂
W
�
・﹁
祖
父
母
﹂
賈
駅
︑﹃
禮
記
﹄
喪
P

小
記
﹁
爲
父
後
者
爲
出
母
無
P
﹂
孔
駅
・
三
年
問
﹁
至
親
以
�
斷
﹂

孔
駅
︑﹃
毛
詩
﹄
小
Á
・
四
牡
﹁
將
母
來
母
﹂
毛
傳
な
ど
︒

(22
)
『�
夷
待
訪
錄
﹄
原
臣
﹁
或
曰
︑
臣
不
與
子
竝
稱
乎
︒
曰
︑
非
也
︒

父
子
一
氣
︑
子
分
父
之
身
而
爲
身
︒
故
孝
子
雖
衣
身
︑
而
能
日
�
其

氣
︑
久
之
無
不
�
矣
︒
不
孝
之
子
︑
分
身
而
後
︑
日
K
日
駅
︑
久
之

而
氣
不
相
似
矣
︒
君
臣
之
名
︑
從
天
下
而
�
之
者
也
︒
吾
無
天
下
之

責
︑
則
吾
在
君
爲
路
人
︒
出
而
仕
於
君
也
︑
不
以
天
下
爲
事
︑
則
君

之
僕
妾
也
︒
以
天
下
爲
事
︑
則
君
之
師
友
也
︒
夫
然
︑
謂
之
臣
︑
其

名
纍
變
︒
夫
父
子
固
不
可
變
者
也
︒﹂

(23
)
三
浦
國
雄
﹁
氣
質
變
 
考
﹂﹃
日
本
中
國
學
會
報
﹄
四
五
號
︑
一

九
九
三
年

(の
ち
﹃
朱
子
と
氣
と
身
體
﹄
_
凡
社
︑
一
九
九
七
年
︑

3
收
)︑
謁
出
祥
伸
﹁﹁
氣
﹂
の
感
應
と
修
煉

︱
︱
同
類
相
感
を
中

心
に
︱
︱
﹂﹃
日
本
中
國
學
會
創
立
五
十
年
記
念
論
�
集
﹄
Ã
古
書

院
︑
一
九
九
八
年

(の
ち
﹃
中
國
思
想
硏
究

醫
藥
養
生
・
科
學
思

想
]
﹄
關
西
大
學
出
版
部
︑
一
九
九
九
年
︑
3
收
)
な
ど
參
照
︒

(24
)
小
野
澤
精
一
・
福
永
光
司
・
山
井
湧
«
﹃
氣
の
思
想
︱
︱
中
國

に
お
け
る
自
然
觀
と
人
閒
觀
の
展
開
﹄
東
京
大
學
出
版
會
︑
一
九
七

九
年
︒
な
お
竹
田
永
二
氏
は
︑﹃
國
語
﹄
周
語
に
は
天
人
相
關
の
媒

介
と
し
て
の
氣
の
思
想
が
見
ら
れ
︑
氣
の
思
想
は
よ
り
早
い
時
�
か

ら
存
在
し
て
い
た
と
い
う
見
�
し
を
示
し
て
い
る
︒
た
だ
し
﹃
國

語
﹄
に
お
い
て
も
氣
の
離
合
集
散
と
個
物
の
生
成
・
死
滅
と
の
關
係

は
ま
だ
�
確
で
は
な
い
︒
竹
田
永
二
﹁﹃
國
語
﹄
周
語
に
お
け
る
氣
﹂

﹃
中
國
硏
究
集
刊
﹄
荒
號
︑
一
九
八
九
年
︑
同
氏
﹁
氣
の
思
想
の
成

立

︱
︱
『國
語
﹄
に
お
け
る
氣
を
中
心
に
︱
︱
﹂﹃
怨
潟
大
學
敎
育

學
部
紀
*
﹄
三
二
卷
二
號
︑
一
九
九
一
年
︑
參
照
︒

(25
)
た
だ
し
出
土
�
獻
に
つ
い
て
は
筆
者
の
能
力
不
足
か
ら
A
査
す
る

こ
と
が
出
來
な
か
っ
た
︒

(26
)
『易
﹄
乾
卦
九
五
�
言
傳
﹁
子
曰
︒
同
聲
相
應
︒
同
氣
相
求
︒
水

液
溼
︒
火
就
燥
︒
雲
從
龍
︒
風
從
虎
︒﹂
本
�
違
中
に
は
同
氣
同
類

の
例
と
し
て
親
族
關
係
は
登
場
し
て
い
な
い
が
︑
同
氣
・
同
類
に
よ

る
感
應
を
営
べ
た
綱
領
�
經
�
で
あ
り
︑
後
世
に
影
�
を
與
え
續
け

た
︒
本
經
�
の
解
釋
;
び
同
氣
同
類
の
感
應
に
つ
い
て
は
︑
ð

(23
)
X
揭
謁
出
祥
伸
﹁﹁
氣
﹂
の
感
應
と
修
煉

︱
︱
同
類
相
感
を

中
心
に
︱
︱
﹂︑
參
照
︒

(27
)
こ
の
申
喜
の
話
は
﹃
淮
南
子
﹄
繆
稱
訓
・
說
山
訓
に
も
載
る
︒
た

だ
し
﹃
淮
南
子
﹄
で
は
同
氣
と
い
う
表
現
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
︒

(28
)
『呂
氏
春
秋
﹄
精
�
﹁
故
父
母
之
於
子
也
︑
子
之
於
父
母
也
︑
一

體
而
兩
分
︑
同
氣
而
衣
息
︒
若
草
厭
之
�
華
實
也
︑
若
樹
木
之
�
根

心
也
︒
雖
衣
處
而
相
�
︑
隱
志
相
;
︑
痛
疾
相
救
︑
憂
思
相
感
︑
生

則
相
歡
︑
死
則
相
哀
︑
此
之
謂
骨
肉
之
親
︒﹂

(29
)
『漢
書
﹄
東
_
思
王
宇
傳
﹁
閨
門
之
內
︑
母
子
之
閒
︑
同
氣
衣
息
︑

骨
肉
之
恩
︑
豈
可
忽
哉
︒
豈
可
忽
哉
︒﹂

(30
)
『後
漢
書
﹄
陳
忠
傳
﹁
忠
上
駅
曰
︑
臣
聞
之
孝
經
︑
始
於
愛
親
︑

c
於
哀
戚
︒
上
自
天
子
︑
下
至
庶
人
︑
d
卑
貴
賤
︑
其
義
一
也
︒
夫

父
母
於
子
︑
同
氣
衣
息
︑
一
體
而
分
︑
三
年
乃
免
於
懷
S
︒
先
M
緣

人
�
而
著
其
l
︑
制
P
二
十
五
Q
︑
是
以
春
秋
臣
�
大
喪
︑
君
三
年

不
呼
其
門
︑
閔
子
雖
*
絰
P
事
︑
以
赴
公
難
︑
�
而
致
位
︑
以
究
私

恩
︑
故
稱
︑
君
W
之
非
也
︑
臣
行
之
禮
也
︒﹂
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(31
)
『後
漢
書
﹄
東
_
憲
王
蒼
傳
﹁
凡
j
夫
一
介
︑
尙
不
忘
簞
食
之
惠
︑

況
臣
居
宰
相
之
位
︑
同
氣
之
親
哉
︒﹂

(32
)
王
閏
﹃
論
衡
﹄
感
虛
]
﹁
傳
書
言
︑
曾
子
之
孝
︑
與
母
同
氣
︒
曾

子
出
薪
於
野
︑
�
客
至
而
欲
去
︒
曾
母
曰
︑
願
留
︑
參
方
到
︒
卽
以

右
手
︑
搤
其
左
臂
︒
曾
子
左
臂
立
痛
︑
卽
馳
至
︑
問
母
︒
臂
何
故
痛
︒

母
曰
︑
今
者
客
來
欲
去
︑
吾
搤
臂
以
呼
汝
耳
︒
蓋
以
至
孝
與
父
母
同

氣
︑
體
�
疾
病
︑
精
神
輒
感
︒﹂

(33
)
孝
に
お
け
る
母
の
重
*
性
に
つ
い
て
は
下
見
隆
雄
﹃
孝
と
母
性
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
︱
︱
中
國
女
性
�
の
視
座
﹄
硏
�
出
版
︑
一
九
九
七

年
を
參
照
︒
ま
た
︑
後
世
︑
二
十
四
孝
と
い
う
形
で
纏
め
ら
れ
て
い

く
孝
子
說
話
に
お
け
る
孝
の
對
象
が
專
ら
母
で
あ
る
こ
と
は
從
來
指

摘
さ
れ
て
き
た
︒
二
十
四
孝
に
つ
い
て
は
︑
下
見
隆
雄
﹃
母
性
依
存

の
思
想
︱
︱
｢二
十
四
孝
﹂
か
ら
考
え
る
母
子
一
體
觀
念
と
孝
﹄
硏

�
出
版
︑
二
〇
〇
二
年
︒
X
川
亨
﹁
身
體
感
覺
と
し
て
の
孝
︱
︱

二
十
四
孝
と
寶
卷
に
み
る
孝
の
實
踐
形
態
﹂
土
屋
昌
�
«
﹃
東
ア
ジ

ア
社
會
に
お
け
る
儒
敎
の
變
容
﹄
專
修
大
學
出
版
局
︑
二
〇
〇
七
年
︑

3
收
︒

(34
)
8
敎
�
獻
を
中
心
に
用
例
を
と
れ
ば
父
母
子
同
氣
の
觀
念
が
繼
續

し
て
い
る
と
い
う
理
解
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
︒
ð

(11
)
參
照
︒

な
お
︑
風
水
の
古
典
﹃
葬
經
﹄
(傳
郭
璞
�
)
に
は
﹁
父
母
子
孫
︑

本
同
一
氣
︑
互
相
感
召
︑
如
0
鬼
福
︑
⁝
⁝
乾
父
之
精
︑
坤
母
之
血
︑

二
氣
感
合
︑
則
精
 
爲
骨
︑
血
 
爲
肉
︑
復
藉
神
氣
±
乎
其
閒
︑
Å

生
而
爲
人
﹂
と
あ
る
︒
渡
邊
欣
雄
氏
は
﹃
葬
經
﹄
を
論
じ
︑
精
液
を

源
と
す
る
骨
と
い
う
父
か
ら
の
傳
Z
物
質
こ
そ
子
孫
の
相
傳
に
と
っ

て
重
*
と
さ
れ
る
原
則
は
あ
る
も
の
の
︑
一
方
で
親
子
同
氣
に
も
と

づ
き
生
者
の
血
と
死
者
の
骨
の
感
應
が
說
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑

氣
は
母
親
を
含
め
た
家
筋
相
傳
と
な
っ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
︒
渡

邊
欣
雄
﹁﹃
葬
經
﹄
の
親
族
理
論
︱
︱
『葬
經
﹄
で
知
る
中
國
と
沖

繩
﹂
(信
田
敏
宏
・
小
池
�
«
﹃
生
を
つ
な
ぐ
家
︱
︱
親
族
硏
究
の

怨
た
な
地
_
﹄
風
�
社
︑
二
〇
一
三
年
)︒

(35
)
表
2
-1
﹃
三
國
志
﹄
陳
思
王
p
傳
﹁
求
自
試
表
﹂﹁
�
與
國
分
形

同
氣
︑
憂
患
共
之
者
也
︒﹂

(36
)
滋
賀
﹃
家
族
法
﹄︒

(37
)
表
2
-
20
﹃
魏
書
﹄
李
彪
傳
﹁
其
六
曰
︑
孝
經
稱
﹁
父
子
之
8
天

性
︒﹂
書
云
﹁
孝
乎
︑
惟
孝
友
于
兄
弟
︒﹂
二
經
之
旨
︑
蓋
�
一
體
而

同
氣
︑
可
共
而
不
可
離
者
也
︒
;
其
�
罪
︑
罪
不
相
;
者
︑
乃
君
上

之
厚
恩
也
︒
至
若
�
懼
︑
懼
應
相
連
者
︑
固
自
然
之
恒
理
也
︒
無
�

之
人
︑
父
兄
繫
獄
︑
子
弟
無
慘
惕
之
容
︑
子
弟
È
𠛬
︑
父
兄
無
愧
恧

之
色
︒
宴
安
榮
位
︑
¬
從
自
若
︑
車
馬
仍
華
︑
衣
冠
¿
É
︑
寧
是
同

體
共
氣
︑
分
憂
均
戚
之
理
也
︒
昔
秦
伯
以
楚
人
圍
江
︑
素
P
而
示
懼
︑

宋
仲
子
以
失
舉
桓
譚
︑
免
冠
而
謝
罪
︒
然
則
子
弟
之
於
父
兄
︑
父
兄

之
於
子
弟
︑
惟
其
�
至
︑
豈
與
結
Ê
相
知
者
同
年
語
其
深
淺
哉
︒
二

M
淸
鯵
風
俗
︑
孝
慈
是
先
︒
臣
愚
以
爲
父
兄
�
犯
︑
宜
令
子
弟
素
P

肉
袒
︑
詣
闕
Ë
罪
︑
子
弟
�
坐
︑
宜
令
父
兄
露
板
引
咎
︑
乞
解
3
司
︒

若
職
任
必
*
︑
不
宜
許
者
︑
慰
勉
留
之
︒
如
此
︑
足
以
敦
厲
凡
Í
︑

W
人
知
�
3
耻
矣
︒﹂
ま
た
共
氣
と
い
う
表
現
を
用
い
た
用
例
と
し

て
﹃
南
�
﹄
卷
一
三
衡
陽
�
王
義
季
傳
に
﹁
夫
天
倫
¿
子
︑
分
形
共

氣
︑
親
愛
之
8
︑
人
理
斯
同
﹂
が
あ
る
︒

(38
)
表
2
-
19
﹃
魏
書
﹄
崔
孝
芬
兄
弟
傳
﹁
撫
從
弟
宣
伯
子
Î
︑
如
同

氣
焉
︒﹂
お
よ
び
表
2
-39
﹃
舊
�
書
﹄
劉
君
良
傳
﹁
劉
君
良
︑
瀛
州
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饒
陽
人
也
︒
纍
代
義
居
︑
兄
弟
雖
至
四
從
︑
皆
如
同
氣
︒﹂

(39
)
本
事
件
の
詳
細
に
つ
い
て
は
李
貞
德
﹃
公
%
之
死
︱
︱
你
3
不

知
8
�
中
國
法
律
�
﹄
三
聯
書
店
︑
二
〇
〇
八
年

(大
原
良
�
譯

﹃
中
國
儒
敎
社
會
に
挑
ん
だ
女
性
た
ち
﹄
大
修
館
書
店
︑
二
〇
〇
九

年
)︑
參
照
︒

(40
)
ð

(24
)
X
揭
小
野
澤
精
一
・
福
永
光
司
・
山
井
湧
«
﹃
氣
の
思

想
︱
︱
中
國
に
お
け
る
自
然
觀
と
人
閒
觀
の
展
開
﹄︒

(41
)
佛
敎
�
獻
に
お
い
て
氣
が
登
場
す
る
の
は
︑
儒
8
を
批
=
す
る
際

か
あ
る
い
は
影
�
を
0
け
た
場
合
か
に
槪
ね
限
定
さ
れ
る
︒
X
者
に

つ
い
て
は
宗
密
﹃
原
人
論
﹄︑
後
者
に
つ
い
て
は
父
母
へ
の
孝
養
を

說
く
﹃
父
母
恩
重
經
﹄
が
そ
れ
に
あ
た
る
︒
宗
密
﹃
原
人
論
﹄
に
つ

い
て
は
Ð
田
茂
雄
﹁
儒
8
の
氣
と
佛
敎
︱
︱
宗
密
に
お
け
る
氣
﹂

ð

(24
)
X
揭
﹃
氣
の
思
想
︱
︱
中
國
に
お
け
る
自
然
觀
と
人
閒

觀
の
展
開
﹄
3
收
︑﹃
父
母
恩
重
經
﹄
に
つ
い
て
は
秋
Q
觀
暎
﹁
8

敎
と
佛
敎
の
父
母
恩
重
經
﹂﹃
宗
敎
硏
究
﹄
三
九
︑
一
九
六
六
年
︑

增
尾
伸
一
郞
﹁
嘉
Ò
三
部
作
と
8
佛
二
敎
の
父
母
恩
重
經
﹂﹃
上
代

�
學
﹄
五
五
︑
一
九
八
五
年
︑
參
照
︒

(42
)
以
下
︑
8
敎
に
つ
い
て
の
敍
営
は
麥
谷
邦
夫
氏
の
硏
究
に
依
據
し

た
︒
同
氏
﹃
六
D
隋
�
8
敎
思
想
硏
究
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
八
年
︑

第
一
部
第
一
違
﹁
8
家
・
8
敎
に
お
け
る
氣
﹂︑
第
二
部
第
三
違

﹁
8
敎
に
お
け
る
眞
父
母
の
槪
念
の
孝
﹂︒
同
氏
﹁
8
敎
敎
理
思
想
の

核
心
と
は
何
か

︱
︱
8
・
氣
・
神
三
位
一
體
說
の
�
義
︱
︱
﹂

﹃
8
敎
と
東
ア
ジ
ア
�
 
︱
︱
國
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
13
﹄
國
際
日
本

�
 
硏
究
セ
ン
タ
ー
︑
一
九
九
九
年
︒

(43
)
『太
上
老
君
說
報
父
母
恩
重
經
﹄
は
︑
3
生
父
母
へ
の
孝
養
を
說

き
︑﹁
母
子
天
親
︑
心
性
相
感
︒
分
母
百
骸
︑
而
爲
兩
身
︑
氣
血
相

傳
︑
兩
體
無
二
︒﹂
と
営
べ
て
お
り
︑
父
子
閒
が
同
氣
で
あ
る
の
か

に
は
言
;
が
な
い
反
面
︑
母
子
閒
は
同
氣
で
一
體
の
存
在
と
み
な
さ

れ
て
い
る
︒

(44
)
『正
蒙
﹄
太
和
]
﹁
鬼
神
者
︑
二
氣
之
良
能
也
︒﹂

(45
)
『伊
川
易
傳
﹄
卷
二
・
周
易
上
經
下
・
Ó
﹁
鬼
神
謂
�
 
之
跡
︒﹂

(46
)
『�
氏
?
書
﹄
卷
二
下
﹁
卜
筮
之
能
應
︑
祭
祀
之
能
享
︑
亦
只
是

一
箇
理
︒
蓍
½
雖
無
�
︑
然
3
以
爲
卦
︑
而
卦
�
吉
凶
︑
莫
非
�
此

理
︒
以
其
�
是
理
也
︑
故
以
是
問

(一
作
心
向
)
焉
︑
其
應
也
如
�
︒

若
以
私
心
;
錯
卦
象
而
問
之
︑
�
不
應
︑
蓋
沒
此
理
︒
今
日
之
理
與

X
日
已
定
之
理
︑
只
是
一
箇
理
︑
故
應
也
︒
至
如
祭
祀
之
享
亦
同
︒

鬼
神
之
理
在
彼
︑
我
以
此
理
向
之
︑
故
享
也
︒
不
容
�
二
三
︑
只
是

一
理
也
︒
如
處
藥
治
病
︑
亦
只
是
一
箇
理
︒
此
藥
治
箇
如
何
氣
︑
�

此
病
P
之
卽
應
︑
若
理
不
契
︑
則
藥
不
應
︒﹂

(47
)
『河
南
�
氏
�
集
﹄
卷
一
〇
︑
伊
川
先
生
�
六
︑
葬
說
﹁
卜
其
宅

兆
︑
卜
其
地
之
美
惡
也
︒
非
陰
陽
家
3
謂
禍
福
者
也
︒
地
之
美
者
則

其
神
靈
安
︑
其
子
孫
盛
︑
若
培
壅
其
根
︑
而
映
葉
茂
︑
理
固
然
矣
︒

地
之
惡
者
則
反
是
︒
然
則
曷
謂
地
之
美
者
︑
土
色
之
光
潤
︑
草
木
之

茂
盛
︑
乃
其
騐
也
︒
父
祖
子
孫
同
氣
︑
彼
安
則
此
安
︑
彼
危
則
此
危
︑

亦
其
理
也
︒
而
拘
忌
者
惑
以
擇
地
之
方
位
︑
決
日
之
吉
凶
︑
不
亦
泥

乎
︒﹂

(48
)
郭
璞
﹃
葬
書
﹄﹁
葬
者
︑
乘
生
氣
也
︒
⁝
⁝
人
0
體
於
父
母
︑
本

骸
得
氣
︑
?
體
0
蔭
︒﹂
�
頤
の
葬
書
に
み
ら
れ
る
風
水
說
と
︑
そ

れ
が
朱
熹
﹃
家
禮
﹄
に
繼
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
水
口

拓
壽
﹃
儒
學
か
ら
見
た
風
水
︱
︱
宋
か
ら
淸
に
至
る
言
說
�
﹄
風
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�
社
︑
二
〇
一
六
年
︑
參
照
︒

(49
)
『上
蔡
語
錄
﹄
卷
一
﹁
自
家
*
�
�
�
︑
自
家
*
無
�
無
始
得
︒

鬼
神
在
虛
空
中
辟
塞
滿
︑
觸
目
皆
是
︑
爲
他
是
天
地
閒
妙
用
︑
祖
考

精
神
�
是
自
家
精
神
︒﹂

(50
)
『朱
子
語
類
﹄
卷
三
︑
鬼
神
﹁
天
8
液
行
︑
發
育
萬
物
︑
�
理
而

後
�
氣
︒
雖
是
一
時
都
�
︑
畢
悦
以
理
爲
%
︑
人
得
之
以
�
生
︒
氣

之
淸
者
爲
氣
︑
濁
者
爲
質
︒
知
覺
�
動
︑
陽
之
爲
也
︑
形
體
︑
陰
之

爲
也
︒
氣
曰
魂
︑
體
曰
魄
︒
高
誘
淮
南
子
�
曰
︑
魂
者
︑
陽
之
神
︑

魄
者
︑
陰
之
神
︒
3
謂
神
者
︑
以
其
%
乎
形
氣
也
︒
人
3
以
生
︑
精

氣
聚
也
︒
人
只
�
許
多
氣
︑
須
�
箇
盡
時
︑
盡
則
魂
氣
歸
於
天
︑
形

魄
歸
于
地
而
死
矣
︒
人
將
死
時
︑
熱
氣
上
出
︑
3
謂
魂
升
也
︑
下
體

漸
冷
︑
3
謂
魄
影
也
︒
此
3
以
�
生
必
�
死
︑
�
始
必
�
c
也
︒
夫

聚
散
者
︑
氣
也
︒
若
理
︑
則
只
泊
在
氣
上
︑
初
不
是
凝
結
自
爲
一
物
︒

但
人
分
上
3
合
當
然
者
�
是
理
︑
不
可
以
聚
散
言
也
︒
然
人
死
雖
c

歸
於
散
︑
然
亦
未
�
散
盡
︑
故
祭
祀
�
感
格
之
理
︒
先
祖
世
�
K
者
︑

氣
之
�
無
不
可
知
︒
然
奉
祭
祀
者
旣
是
他
子
孫
︑
必
悦
只
是
一
氣
︑

3
以
�
感
�
之
理
︒﹂
こ
の
他
に
も
︑﹃
朱
子
語
類
﹄
の
同
卷
に
は
︑

朱
熹
が
﹁
祖
先
と
子
孫
は
一
氣
で
あ
る
か
ら
祭
祀
に
感
應
す
る
﹂
旨

の
發
言
が
繰
り
-
し
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
本
稿
で
の
﹃
朱
子
語

類
﹄
の
譯
出
に
あ
た
っ
て
は
︑
Ò
口
雄
三
・
小
島
毅
監
修
︑
垣
內
景

子
・
恩
田
裕
正
«
﹃
朱
子
語
類
譯
�
卷
一
～
三
﹄
Ã
古
書
院
︑
二
〇

〇
七
年
を
參
考
と
し
た
︒

(51
)
『北
溪
字
義
﹄
卷
下
﹁
人
與
天
地
萬
物
皆
是
兩
閒
公
共
一
箇
氣
︑

子
孫
與
祖
宗
印
是
就
公
共
一
氣
︑
中
�
箇
(
絡
︑
相
關
係
尤
爲
親
切
︒

謝
上
蔡
曰
︑
祖
考
精
神
�
是
自
家
精
神
︑
故
子
孫
能
極
盡
其
�
敬
︒

則
己
之
精
神
�
聚
︑
而
祖
宗
之
精
神
亦
聚
︑
�
自
來
格
︒﹂﹃
北
溪
字

義
﹄
は
朱
子
學
の
入
門
テ
キ
ス
ト
と
し
て
後
世
廣
く
讀
ま
れ
た
︒
佐

®
仁
﹃
朱
子
學
の
基
本
用
語
︱
︱
北
溪
字
義
譯
解
﹄
硏
�
出
版
︑

一
九
九
八
年
︒

(52
)
『朱
子
語
類
﹄
卷
三
︑
鬼
神
﹁
問
︑
上
古
M
賢
3
謂
氣
者
︑
只
是

天
地
閒
公
共
之
氣
︒
若
祖
考
精
神
︑
則
畢
悦
是
自
家
精
神
否
︒
曰
︑

祖
考
亦
只
是
此
公
共
之
氣
︒
此
身
在
天
地
閒
︑
�
是
理
與
氣
凝
聚
底
︒

天
子
瓜
攝
天
地
︑
L
荷
天
地
閒
事
︑
與
天
地
相
關
︑
此
心
�
與
天
地

相
�
︒
不
可
8
他
是
虛
氣
︑
與
我
不
相
干
︒
如
諸
侯
不
當
祭
天
地
︑

與
天
地
不
相
關
︑
�
不
能
相
�
︒
M
賢
8
在
萬
世
︑
功
在
萬
世
︒
今

行
M
賢
之
8
︑
傳
M
賢
之
心
︑
�
是
L
荷
Ü
物
事
︑
此
氣
�
與
他
相

�
︒
如
釋
奠
列
許
多
籩
豆
︑
設
許
多
禮
儀
︑
不
成
是
無
此
姑
謾
爲
之
︒

人
家
子
孫
L
荷
祖
宗
許
多
基
業
︑
此
心
�
與
祖
考
之
心
相
�
︒
祭
義

3
謂
﹃
春
禘
秋
嘗
﹄
者
︑
亦
以
春
陽
來
則
神
亦
來
︑
秋
陽
�
則
神
亦

�
︑
故
於
是
時
而
設
祭
︒
初
閒
M
人
亦
只
是
略
爲
禮
以
Z
吾
之
�
�
︑

後
來
Å
加
詳
密
︒﹂

(53
)
後
®
俊
瑞
﹃
朱
子
の
實
踐
哲
學

哲
學
]
﹄
目
黑
書
店
︑
一
九
三

七
年
︑
島
田
�
�
﹃
朱
子
學
と
陽
�
學
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
六
七
年
︑

友
映
龍
太
郞
﹃
朱
子
の
思
想
形
成
﹄
春
秋
社
︑
一
九
六
九
年
︑
山
田

慶
兒
﹃
朱
子
の
自
然
學
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
七
八
年
︑
三
浦
國
雄

﹃
朱
子
と
氣
と
身
體
﹄
_
凡
社
︑
一
九
九
七
年
︑
市
來
津
由
彥
﹃
朱

熹
門
人
集
團
形
成
の
硏
究
﹄
創
�
社
︑
二
〇
〇
二
年
︑
吾
妻
重
二

﹃
朱
子
學
の
怨
硏
究
﹄
創
�
社
︑
二
〇
〇
四
年
な
ど
︒

(54
)
朱
熹
や
﹃
朱
子
家
禮
﹄
の
宗
法
論
に
つ
い
て
は
︑
拙
論
﹁
毛
奇
齡

の
﹃
朱
子
家
禮
﹄
批
=
︱
︱
特
に
宗
法
を
中
心
と
し
て
﹂﹃
上
智
�
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學
﹄
四
三
號
︑
一
九
九
八
年
︑﹁
�
代
に
お
け
る
朱
子
學
�
宗
法
復

活
の
挫
折
︱
︱
丘
濬
﹃
家
禮
儀
l
﹄
を
中
心
に
﹂﹃
社
會
�
 
論

集
﹄
五
號
︑
二
〇
〇
九
年
︒

(55
)
『朱
子
語
類
﹄
卷
三
︑
鬼
神
﹁
汪
德
輔
問
︒﹃
祖
考
精
神
︑
�
是
自

家
精
神
﹄︑
故
齋
戒
祭
祀
︑
則
祖
考
來
格
︒
若
祭
旁
親
;
子
︑
亦
是

一
氣
︑
¿
可
推
也
︒
至
於
祭
妻
;
外
親
︑
則
其
精
神
非
親
之
精
神
矣
︑

豈
於
此
但
以
心
感
之
而
不
以
氣
乎
︒
曰
︑
但
3
祭
者
︑
其
精
神
魂
魄
︑

無
不
感
�
︑
蓋
本
從
一
源
中
液
出
︑
初
無
閒
×
︑
雖
天
地
山
川
鬼
神

亦
然
也
︒﹂

(56
)
こ
の
�
勢
は
︑
衣
姓
養
子
に
つ
い
て
も
同
樣
の
立
場
が
見
ら
れ
る
︒

衣
姓
養
子
が
祭
祀
を
行
っ
た
と
し
て
も
祖
靈
は
感
應
で
き
な
い
筈
で

あ
る
が
︑
衣
姓
養
子
で
あ
っ
て
も
�
心
を
盡
く
せ
ば
良
い
と
し
て
い

る
︒﹃
朱
�
公
�
集
﹄
卷
五
八
︑
答
徐
居
甫
﹁
(徐
居
甫
)
後
世
禮
敎

不
�
︑
人
家
多
以
衣
姓
爲
後
︒
寓
3
見
Ø
里
�
一
人
家
︑
兄
弟
二
人
︑

其
兄
早
^
無
後
︑
Å
立
衣
姓
爲
後
︑
後
來
弟
却
�
子
︑
;
擧
行
祭
禮
︑

衣
姓
子
旣
爲
嫡
%
︑
與
凡
題
%
;
祝
版
皆
用
其
名
︒
若
論
宗
法
︑
祭

惟
宗
子
%
之
︑
其
他
荏
子
但
得
預
其
祭
而
已
︒
今
衣
姓
爲
後
者
︑
旣

非
祖
宗
氣
血
3
傳
︑
乃
欲
以
爲
宗
子
而
專
%
其
祭
乎
︒
⁝
⁝

(朱

熹
)
立
衣
姓
爲
後
︑
此
固
今
人
之
失
︑
今
亦
難
以
)
正
︒
但
預
祭
之

時
︑
盡
吾
孝
敬
之
�
心
可
也
︒﹂

(57
)
�
頤
﹁
上
谷
郡
君
家
傳
﹂﹃
�
氏
�
集
﹄
卷
一
二
﹁
⁝
⁝
從
先
公

官
嶺
外
︑
偶
Ú
凉
露
寢
︑
Å
中
瘴
癘
︒
;
北
歸
︑
8
中
疾
革
︒
召
醫

視
脉
︑
曰
可
治
︒
謂
二
子
曰
紿
爾
也
︒
未
c
X
一
日
︑
命
頤
曰
今
日

百
五
︑
爲
我
祀
父
母
︑
�
年
不
復
祀
矣
︒
夫
人
以
景
德
元
年
甲
辰
十

Q
十
三
日
生
於
太
原
︑
皇
祐
四
年
壬
辰
二
Q
二
十
八
日
c
於
江
寧
︒

享
年
四
十
九
︒
始
封
夀
安
縣
君
︑
)
封
上
谷
郡
君
︒﹂

(58
)
朱
熹
も
�
頤
は
外
祖
父
母
の
祭
祀
を
し
た
と
考
え
て
い
た
︒
ð

(61
)
の
�
料
參
照
︒

(59
)
�
頤
と
い
え
ば
︑﹁
Û
死
事
極
小
︑
失
l
事
極
大
﹂
(﹃
�
思
錄
﹄

卷
六
︑
家
8
)
の
發
言
で
も
知
ら
れ
て
い
よ
う
︒

(60
)
『�
氏
?
書
﹄
卷
一
八
﹁
問
︑
女
旣
嫁
而
爲
父
母
P
三
年
︑
可
乎
︒

曰
︑
不
可
︒
旣
歸
夫
家
︑
事
佗
舅
姑
︑
安
得
伸
己
之
私
︒﹂

(61
)
『朱
子
語
類
﹄
卷
九
〇

禮
七
︑
祭
﹁
堯
卿
問
︒
荊
ª
�
3
生
母
在

家
閒
養
︑
百
歲
後
︑
只
歸
祔
於
外
氏
之
塋
︑
如
何
︒
曰
亦
可
︒
印
問
︒

神
%
歸
於
ª
家
︑
則
ª
家
凌
替
︑
欲
祀
於
家
之
別
室
︑
如
何
︒
曰
不

�
︒
北
人
風
俗
如
此
︒
上
谷
郡
君
謂
伊
川
曰
今
日
爲
我
祀
父
母
︑
�

日マ
マ

不
復
祀
矣
︒
是
亦
祀
其
外
家
也
︒
然
無
禮
經
︒﹂

(62
)
滋
賀
﹃
家
族
法
﹄
第
四
違
で
は
︑
夫
妻
一
體
原
則

(一
三
三
～
一

三
四
頁
)
の
根
據
と
し
て
︑
夫
妻
は
合
葬
さ
れ
る
こ
と
︑
お
よ
び
祭

祀
に
お
い
て
は
一
對
の
位
�
で
祭
ら
れ
る
こ
と
が
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒

(63
)
『朱
�
公
�
集
﹄
卷
五
八
︑
答
葉
味
8
﹁
今
賀
�
姑
︑
其
夫
家
^
︑

反
歸
父
母
家
︒
旣
耆
耄
︑
他
日
Ü
兄
弟
姪
之
外
︑
無
爲
%
者
︒
但
不

知
旣
無
3
祔
︑
豈
忍
其
神
之
無
歸
乎
︒
古
法
旣
廢
︑
¤
家
・
里
尹
決

不
肯
祭
他
人
之
親
︑
則
從
宜
而
祀
之
別
室
︑
其
亦
可
也
︒﹂
な
お
︑

朱
熹
の
い
う
古
法
と
は
︑﹃
禮
記
﹄
雜
記
下
﹁
姑
姊
妹
︒
其
夫
死
而

夫
黨
無
兄
弟
︑
W
夫
之
族
人
%
喪
︒
妻
之
黨
︑
雖
親
弗
%
︒
夫
若
無

族
矣
︑
則
X
後
家
︑
東
西
家
︒
無
�
則
里
尹
%
之
︒﹂

(64
)
『朱
�
公
�
集
﹄
卷
三
〇

答
汪
尙
書
﹁
夫
宋
公
以
外
祖
無
後
而

祭
時
祭
之
︑
此
其
�
可
謂
厚
矣
︒
然
非
族
之
祀
︑
於
理
旣
未
安
︑
而

勢
不
;
其
子
孫
︑
則
爲
慮
亦
未
K
︑
曷
若
訪
其
族
親
︑
爲
之
置
後
︑
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W
之
以
時
奉
祀
之
爲
安
�
久
長
哉
︒
但
貧
賤
之
士
︑
則
其
力
或
不
足

以
爲
此
︑
或
雖
爲
之
︑
而
彼
爲
後
者
無
3
Þ
於
此
︑
則
亦
不
能
W
之

致
一
於
3
後
︑
若
宋
公
則
其
力
非
不
足
爲
︑
若
爲
之
而
割
田
築
室
以

居
之
︑
印
奏
g
之
官
以
祿
之
︑
則
彼
爲
後
者
︑
必
將
感
吾
之
誼
而
不

敢
乏
其
祀
矣
︒
此
於
義
理
甚
�
︑
利
J
亦
不
難
曉
︒
竊
�
宋
公
特
欲

親
奉
嘗
之
以
致
吾
不
忘
母
家
之
�
︑
而
其
慮
Å
不
;
此
耳
︒
若
果
如

此
︑
則
其
爲
後
者
%
其
祭
︑
而
吾
特
ß
助
其
饋
奠
︑
亦
何
爲
而
不

可
︒﹂

(65
)
垣
內
景
子
﹃
朱
子
學
入
門
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
à
︑
二
〇
一
五
年
︒

(66
)
ð

(7
)
X
揭
諸
拙
論
︒

(67
)
『禮
記
﹄
內
則
﹁
女
子
十
年
不
出
︑
姆
敎
婉
�
聽
從
︒
執
á
枲
︑

治
絲
繭
︑
織
紝
組
紃
︑
學
女
事
︒
以
共
衣
P
︒
觀
於
祭
祀
︑
ä
酒
漿

籩
豆
菹
醢
︑
禮
相
助
奠
︒﹂

(68
)
ð

(7
)
X
揭
拙
論
﹁
傳
瓜
家
族
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
朱
子
學
﹂︒

(69
)
『家
禮
﹄
正
至
朔
¥
則
參
條
�
﹁
凡
言
盛
P
者
⁝
⁝
女
在
室
者
冠

子
背
子
︒﹂

(70
)
『朱
�
公
�
集
﹄
卷
六
二
︑
答
李
敬
子
燔
余
國
秀
宋
å
﹁
燔
外
家

司
姓
︑
外
祖
早
世
︑
外
曾
祖
復
子
一
戴
姓
者
︑
戴
死
無
子
︑
只
一
女
︒

舅
氏
爲
之
P
三
年
喪
︑
且
合
葬
祖
塋
︑
祀
之
家
�
︒
屢
稟
之
舅
氏
︑

�
戴
氏
葬
之
他
3
︑
改
外
祖
合
葬
外
祖
母
之
側
︑
不
是
︒
除
戴
氏
之

享
︑
W
其
女
%
之
︑
量
分
產
業
︑
W
之
備
禮
事
︒﹂
本
事
例
で
は
︑

司
氏

(質
問
者
の
外
曾
祖
父
)
は
そ
の
む
す
こ

(質
問
者
の
外
祖

父
)
が
早
く
^
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
︑
衣
姓
の
戴
氏
を
養
子
と
し
た
︒

戴
氏
が
^
く
な
っ
た
際
︑
舅
氏

(質
問
者
の
母
の
兄
)
は
戴
氏
に
對

し
て
三
年
の
喪
に
P
し
︑
祖
墳
に
葬
り
家
�
に
祭
っ
た
︒
舅
氏
は
戴

氏
を
父
と
同
等
の
禮
で
葬
り
祭
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
に
對
し
質

問
者
は
︑
衣
姓
養
子
で
あ
る
戴
氏
は
祖
墳
か
ら
�
し
︑
外
祖
父
と
外

祖
母
と
を
祖
墳
に
合
葬
し
︑
家
�
で
戴
氏
を
祭
る
の
を
や
め
さ
せ
︑

戴
氏
に
は
む
す
こ
が
な
い
の
で
む
す
め
に
祭
祀
を
さ
せ
て
祭
祀
分
を

分
與
さ
せ
よ
う
と
す
る
案
を
提
案
し
て
い
る
︒

な
お
︑﹃
名
公
書
=
淸
�
集
﹄
に
も
︑
む
す
め
が
祭
祀
を
行
い
か

つ
祭
祀
分
と
し
て
財
產
を
繼
承
す
る
こ
と
を
み
と
め
る
=
が
あ
る

(卷
九
戶
婚
門
﹁
孤
女
贖
父
田
﹂)︒
高
橋
芳
郞
氏
は
﹁
女
子
に
父
祖

の
祭
祀
を
行
わ
せ
る
こ
と
は
本
來
な
い
は
ず
で
あ
る
が
こ
こ
で
は
な

ぜ
か
そ
れ
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
﹂
と
困
惑
の
�
を
ç
さ
れ
︑
當
時
禮

敎
原
則
と
は
別
の
實
質
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
(同
氏
﹃
譯
�

﹃
名
公
書
=
淸
�
集
﹄
戶
婚
門
﹄︑
創
�
社
︑
二
〇
〇
六
年
)︒
本
件

に
つ
い
て
の
朱
熹
の
對
應
か
ら
考
え
る
と
︑
む
す
こ
が
な
い
場
合
む

す
め
が
祭
祀
を
行
う
こ
と
は
︑
非
禮
で
は
な
く
︑
禮
の
現
實
N
用

(權
)
と
し
て
�
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

(71
)
『家
禮
﹄
�
禮
︑
旁
親
之
無
後
者
以
其
班
祔
條
﹁
伯
叔
祖
父
母
祔

于
高
祖
︑
伯
叔
父
母
祔
于
曾
祖
︑
妻
若
兄
弟
若
兄
弟
之
妻
祔
于
祖
︑

子
姪
祔
于
父
︑
皆
西
向
︒
%
櫝
竝
如
正
位
︒
姪
之
父
自
立
祀
堂
︑
則

�
而
從
之
殤
︒
○
�
子
曰
︑
無
P
之
殤
不
祭
︑
下
殤
之
祭
︑
c
父
母

之
身
︒
中
殤
之
祭
︑
c
兄
弟
之
身
︑
長
殤
之
祭
︑
c
兄
弟
之
子
之
身
︒

成
人
而
無
後
者
︑
其
祭
c
兄
弟
之
孫
之
身
︒
此
皆
以
義
$
者
也
︒﹂

(72
)
『家
禮
﹄
正
至
朔
¥
則
參
條
�
﹁
%
人
盥
帨
升
︑
搢
笏
︑
啟
櫝
︑

奉
諸
考
神
%
︑
置
於
櫝
X
︑
%
ª
盥
帨
升
︑
奉
諸
妣
神
%
︑
置
於
考

東
︑
�
出
祔
%
︑
亦
如
之
︒
命
長
子
長
ª
或
長
女
︑
盥
帨
升
︑
分
出

諸
祔
%
之
卑
者
︑
亦
如
之
︒
⁝
%
人
升
執
�
︑
斟
酒
︑
先
正
位
︑
�
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祔
位
︑
�
命
長
子
︑
斟
諸
祔
位
之
卑
者
︑
%
ª
升
執
茶
筅
︑
執
事
者

執
湯
瓶
隨
之
︑
㸃
茶
如
X
︑
命
長
ª
或
長
女
亦
如
之
︒﹂

(73
)
オ
リ
ジ
ナ
ル
テ
キ
ス
ト
よ
り
�
;
し
た
丘
濬
﹃
家
禮
儀
l
﹄
で
は
︑

%
人
・
%
ª
が
正
位
の
位
�
を
出
し
︑
子
ª
が
す
べ
て
の
祔
位
の
位

�
を
出
す
よ
う
に
變
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
酒
を
�
ぎ
茶
を
供
え
る
儀

禮
で
は
︑
長
子
お
よ
び
長
ª
あ
る
い
は
長
女
が
祔
位
の
卑
者
に
對
し

て
行
う
と
規
定
さ
れ
て
お
り
︑﹃
家
禮
﹄
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
テ
キ
ス
ト

が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
︒

(74
)
滋
賀
﹃
家
族
法
﹄
一
三
頁
︒
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permit it. Moreover, unofficial members of the legislative Council (立法局) who

demanded improvement in sanitation also denied there was local autonomy and

claimed that the Government should bear the responsibility for improving

sanitation.

Another consideration addressed in this paper is how governors, colonial

bureaucrats, western citizens and Chinese elites, tended to compare Hong Kong

with cities in Britain, other colonies and settlements, and how they utilized both the

universality of the British Empire and the local specificity of Hong Kong to gain

control of jurisdiction over public health. property owners tried to legitimize the

obtaining municipal autonomy by comparing Hong Kong with Britain. However, the

colonial bureaucrats and those who sought improvement in sanitary conditions

usually emphasized the local specificity of Hong Kong and regarded property

owners as not being suitable, public-spirited citizens.

THE CONCEPT OF FATHERS AND SONS SHARING

THE SAME QI (父子同氣) : A RECONSIDERATION OF

SHIGA SHŪZŌʼS PRINCIPLES OF CHINESE FAMILY LAW

SASAKI Megumi

This paper re-examines the Principles of Chinese family Law (中國家族法の原理)

of Shiga Shūzō 滋賀秀三 in terms of the date of the formation of the concept of “a

father and son sharing the same qi” (qi 氣 being defined as a material force or vital

energy) and shows that the view that the principles of Chinese family law persisted

throughout two millennia from the Han to the Qing is untenable.

Shiga Shūzōʼs Principles of Chinese Family Law is a masterpiece that has had a

decisive impact on the field. In this book, the principle of a strong patrilineal family

is summed up in three sub-principles of “a father and son forming one body,” “a

husband and wife forming one body,” and the “equality of brothers,” and the basic

principle is supported by the concept of “fathers and sons sharing the same qi.”
This concept explains that property rights and ritual obligations were inherited

only from the father to his sons and not from the mother to her sons. If, as Shiga

claims, the principles of Chinese family law operated continuously for more than

two millennia, from the Han to the Qing, then the concept of a father and sons

sharing the same qi must have existed during that period as well.

However, this paper reveals the following countervailing points. First, during
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the Han Dynasty and earlier, a mother and her sons were considered to share the

same qi, or a father, mother and their sons were considered to share the same qi,
and thus the idea that only the father, not the mother, shared the same qi did not

exist. Second, from the Wei, Jin, Northern and Southern Dynasties period to the

Sui-Tang period, the use of the term “brothers sharing the same qi” (兄弟同氣)

was established, but the use of “father and sons sharing the same qi” was avoided

and rarely used. In addition, the idea that ancestral rituals are related to qi did not

exist before the Tang Dynasty. Third, it was only during the Song dynasty by the

time of Zhu Xi that the idea that the relationship between ancestors and

descendants could be ritualized and worship instituted because they were of the

same qi became established, and that the concept of qi was used to explain the

rituals for ancestors and the response of spirits to such ritual acts. This was also the

time that patrilineal inheritance of rituals was legitimized. Fourth, because of the

concept of qi, it was theoretically impossible to completely negate and exclude other

ancestral rituals, such as those for matrilineal ancestors, and Zhu Xi allowed that if

there was no successor, or in other unavoidable circumstances, the rituals of

matrilineal relatives could be performed. Fifth, Shiga thought that a daughter could

not worship her own ancestors, and even when she died, she could not be buried in

their birth familyʼs grave, and she could not be worshipped at her parentsʼ family

shrine. However, in Zhu Xiʼs view, a daughter should worship her own ancestors,

and when she died, she was to be buried in her birth familyʼs grave and be

enshrined and worshiped in her parentsʼ family shrine. The Shiga “principle” of the

exclusion of women did not exist during the Song dynasty, and must have arisen

later, perhaps as late as the Ming dynasty.

CAN THE SAGES FORESEE EVERYTHING? : THE TRIGONOMETRIC

FUNCTION TABLE (八線表) AND THE THEORY THAT THE SOURCE

OF WESTERN SCIENCE WAS IN CHINA (西學中源) IN

THE ASTRONOMY OF JIANG YONG 江永

TANAKA Yuki

The main focus of this article is the question of how Jiang Yong (1681-1762) viewed

the trigonometric functions required for astronomical calculations and the table that

summarizes the results of such calculations.

This article has two aims. The first is to re-examine the nature of the
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