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井
上
徹
『
華
と
夷
の
間
＝
明
代
儒
教
化
と
宗
族
』

城　

地　
　
　

孝

一本
書
は
井
上
徹
氏
（
以
下
、
著
者
と
略
記
）
の
二
冊
目
の
単
著
で
あ

る
。
宋
代
以
降
の
宗
族
の
特
質
と
歴
史
的
展
開
を
探
求
し
た
と
い
う
前

著
『
中
国
の
宗
族
と
国
家
の
礼
制
』（
研
文
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
。
以

下
、
前
著
と
略
記
）
を
ふ
ま
え
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
一
四
年
ま
で

に
発
表
さ
れ
た
諸
論
考
を
三
部
十
三
章
に
再
構
成
し
、
序
章
・
終
章
お

よ
び
付
篇
を
く
わ
え
て
本
書
は
構
成
さ
れ
る
。
具
体
的
な
章
構
成
は
以

下
の
と
お
り
。

序
章

第
一
部　
「
華
」
と
「
夷
」
の
間

第
一
章　

明
朝
の
対
外
政
策
と
両
広
社
会

第
二
章　

民
族
反
乱
の
勃
発

第
三
章　
「
華
」
は
ど
の
よ
う
に
「
夷
」
を
包
摂
し
た
か
？

第
四
章　

明
朝
の
州
県
管
理

―
広
東
羅
定
直
隷
州
の
創
設

―

第
二
部　

儒
教
化
の
動
向

第
五
章　

 

魏
校
の
淫
祠
破
壊
令

―
広
東
に
お
け
る
民
間
信
仰
と 

儒
教

―

第
六
章　

中
国
近
世
の
都
市
と
礼
の
威
力

第
七
章　

石
頭
霍
氏

―
広
東
の
郷
紳
の
家

―

第
八
章　

霍
韜
と
珠
璣
巷
伝
説

第
九
章　

 

霍
韜
に
よ
る
宗
法
シ
ス
テ
ム
の
構
築

―
商
業
化
・ 

都
市
化
・
儒
教
化
の
潮
流
と
宗
族

―

第
三
部　

郷
紳
と
宗
族

第
十
章　

明
末
の
商
税
徴
収
と
広
東
社
会

批
評
と
紹
介

名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告　

四
十
五
号　

二
〇
二
一
年
三
月
発
行
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第
十
一
章　

明
末
の
都
市
広
州
と
搶
米
暴
動

第
十
二
章　

 

明
末
広
州
の
宗
族

―
顔
俊
彦
『
盟
水
斎
存
牘
』
に 

見
る
実
像

―

第
十
三
章　

明
末
珠
江
デ
ル
タ
の
郷
紳
と
宗
族

終
章

付
篇

一　

中
国
の
近
世
譜

二　

宋
―
明
の
宗
族　

総
論

―
元
明
の
部

―

三　

書
評　

臼
井
佐
知
子
著
『
徽
州
商
人
の
研
究
』

四　

旧
羅
旁
地
方
調
査
記
録

―
ヤ
オ
族
の
痕
跡
を
求
め
て

―

本
書
が
対
象
と
す
る
宗
族
あ
る
い
は
広
東
と
い
う
地
域
の
い
ず
れ
に

つ
い
て
も
、
評
者
は
ま
っ
た
く
の
門
外
漢
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
管
見
の
か
ぎ
り
拙
評
に
先
立
つ
書
評
も
出
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で

あ
り
、
不
勉
強
な
評
者
に
は
余
計
に
荷
が
重
い
。
も
と
よ
り
十
分
な
論

評
は
か
な
わ
な
い
が
、
評
者
が
読
み
取
れ
た
か
ぎ
り
で
本
書
の
論
旨
を

た
ど
り
、
そ
の
上
で
評
者
の
理
解
の
お
よ
ば
な
か
っ
た
点
や
疑
問
点
を

挙
げ
て
、
書
評
の
責
を
ふ
さ
ぐ
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
な

お
、
本
書
か
ら
の
引
用
部
分
は
直
後
に
括
弧
書
き
で
ペ
ー
ジ
数
を

示
す
。

二評
者
に
も
十
分
に
理
解
で
き
な
か
っ
た
点
や
疑
問
に
感
じ
ら
れ
た
点

も
少
な
く
な
い
が
、
ま
ず
は
で
き
る
だ
け
著
者
の
言
葉
に
忠
実
な
も
の

と
な
る
よ
う
留
意
し
つ
つ
、
本
書
の
内
容
を
示
そ
う
。

序
章
で
は
、
本
書
の
背
景
と
し
て
前
著
刊
行
以
降
の
宗
族
研
究
お
よ

び
著
者
自
身
の
研
究
の
展
開
を
述
べ
た
上
で
、
本
書
全
体
の
課
題
が
示

さ
れ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
明
代
中
期
以
降
の
珠
江
デ
ル
タ
は
多
民

族
・
多
宗
教
が
混
在
し
、
北
方
の
先
進
地
域
の
儒
教
文
明
か
ら
見
て
辺

境
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
地
域
で
宗
族
と
い
う
儒
教
的
親
族
組
織
が
形

成
・
定
着
す
る
状
況
が
ど
の
よ
う
に
創
出
さ
れ
た
の
か
を
複
合
的
視
点

で
検
討
す
る
と
い
う
。

第
一
部
の
四
章
は
、
商
業
化
・
都
市
化
の
中
で
珠
江
デ
ル
タ
が
漢
族

の
一
元
的
な
儒
教
文
化
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
過
程
を
描
い
た
も
の
と

さ
れ
る
。

第
一
章
で
は
正
徳
年
間
に
始
ま
っ
た
附
搭
貨
物
の
抽
分
制
と
広
東
社

会
と
の
関
係
が
考
察
さ
れ
る
。
著
者
は
、
総
督
陳
金
ら
が
抽
分
の
制
を

要
請
し
た
背
景
と
し
て
、

族
な
ど
に
よ
る
民
族
反
乱
鎮
圧
の
た
め
の

軍
事
費
の
一
部
を
貿
易
に
よ
る
関
税
収
入
で
ま
か
な
お
う
と
す
る
意
図
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が
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
、
両
広
の
財
政
の
特
徴
は
広
東
の
財
政
が
広

西
の
そ
れ
を
支
え
る
一
体
的
構
造
に
あ
っ
た
と
説
く
。

第
二
章
で
は
十
五
世
紀
な
か
ば
に
本
格
化
し
、万
暦
五
年（
一
五
七
七
）

の
明
朝
に
よ
る
制
圧

―
い
わ
ゆ
る
「
万
暦
の
大
征
」

―
ま
で
続
い

た
羅
旁
の
非
漢
族
反
乱
の
展
開
を
た
ど
る
。

第
三
章
で
は
著
者
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
儒
教
化
」
の
プ
ロ
セ
ス
を
検

討
し
、
甘
氏
と
い
う
宗
族
に
即
し
て

族
か
ら
漢
族
へ
の
転
身
の
あ
り

方
が
考
察
さ
れ
る
。
万
暦
の
大
征
後
、
明
朝
は

族
な
ど
の
居
住
地
に

軍
隊
や
移
民
、
流
民
を
定
住
さ
せ
、
土
地
開
発
と
防
衛
を
受
け
持
た
せ

た
。
明
朝
に
服
属
し
た
新
民
や
狼
兵
な
ど
に

田
を
与
え
た
場
合
も
あ

る
が
、
そ
う
し
た
戸
籍
や
田
地
も
最
終
的
に
は
漢
族
の
そ
れ
へ
と
統
一

さ
れ
て
い
き
、

族
の
中
に
も
漢
族
の
慣
習
を
受
け
入
れ
、
科
挙
を
通

じ
て
上
昇
し
て
い
く
者
も
現
れ
た
。
甘
氏
の
事
例
は
「
儒
教
化
」
に
と

も
な
い
、

族
た
る
こ
と
が
否
定
的
価
値
し
か
持
ち
え
な
く
な
る
状
況

が

族
の
中
に
進
行
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と
著
者
は
述
べ
て
い
る
。

第
四
章
で
は
羅
定
直
隷
州
の
設
置
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
特
に
注

目
さ
れ
る
の
は
羅
定
兵
備
道
の
役
割
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
万
暦

の
大
征
後
、
羅
定
兵
備
道
は
行
政
・
軍
事
両
系
統
に
監
察
・
指
揮
権
を

持
ち
、
参
将
・
守
備
に
対
し
て
も
独
自
の
指
揮
権
を
得
た
の
で
あ
り
、

こ
れ
を
機
に
明
初
以
来
の
三
司
に
よ
る
州
県
管
理
は
、
兵
備
道
が
三
権

を
掌
握
し
て
一
元
的
に
州
県
の
領
域
を
管
理
す
る
形
に
改
変
さ
れ
、
両

広
総
督
に
よ
る
省
級
領
域
管
理
体
制
を
末
端
か
ら
支
え
た
と
い
う
。

第
二
部
で
は
、
明
朝
あ
る
い
は
広
東
の
郷
紳
が
ど
の
よ
う
に
儒
教
文

化
の
普
及
を
推
進
し
た
か
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
、
五
章
に
わ
た
っ
て

検
討
さ
れ
る
。

第
五
章
で
は
正
徳
十
六
年
（
一
五
二
一
）
か
ら
一
年
ほ
ど
広
東
提
学

副
使
に
在
職
し
た
魏
校
の
淫
祠
破
壊
を
取
り
上
げ
、
そ
の
具
体
的
状
況

や
目
的
、
地
元
の
反
応
な
ど
を
検
討
し
て
い
る
。
魏
校
の
政
策
は
淫
祠

を
破
壊
し
、
祖
先
祭
祀
や
里
社
の
神
を
も
っ
て
そ
れ
に
対
抗
さ
せ
つ

つ
、
郷
約
・
社
学
を
通
じ
て
儒
教
的
人
格
の
養
成
を
目
的
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
と
い
う
。
魏
校
離
任
後
、
主
に
郷
紳
の
学
田
侵
奪
に
よ
っ
て

少
な
か
ら
ぬ
社
学
が
維
持
で
き
な
く
な
り
、
寺
観
や
諸
祠
廟
も
依
然
ひ

と
び
と
の
信
仰
を
集
め
た
が
、
魏
校
が
民
間
信
仰
に
対
抗
す
る
有
効
な

方
策
と
位
置
づ
け
た
祖
先
祭
祀
を
広
東
の
郷
紳
が
行
い
は
じ
め
た
こ
と

は
注
目
す
べ
き
だ
と
著
者
は
評
価
す
る
。

第
六
章
で
は
著
者
が
か
つ
て
論
じ
た
黄
佐
の
郷
礼
が
再
検
討
さ
れ

る
。
黄
佐
の
構
想
は
個
人
と
家
を
礼
に
よ
っ
て
整
序
し
、
郷
約
保
甲
組

織
に
組
み
込
も
う
と
す
る
も
の
で
、
県
城
に
設
け
ら
れ
た
四
隅
社
学
の

教
読
が
郷
校
の
教
読
を
通
じ
て
郷
約
保
甲
組
織
を
統
制
す
る
仕
組
み
で

あ
っ
た
。
実
際
に
は
黄
佐
の
構
想
ど
お
り
に
定
着
し
た
と
は
言
え
な
い
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が
、
明
代
後
半
期
以
降
、
都
市
の
書
院
や
社
学
は
士
大
夫
の
教
育
の
拠

点
と
し
て
科
挙
官
僚
制
と
連
携
し
、
ひ
と
び
と
が
科
挙
に
よ
る
任
官
と

い
う
最
高
目
標
を
目
指
す
中
で
「
儒
教
化
」
が
実
現
し
て
い
っ
た
と
さ

れ
る
。
ま
た
士
大
夫
に
よ
る
宗
族
形
成
運
動
で
は
同
居
共
財
の
個
別
家

族
を
基
礎
と
す
る
「
家
」
が
宗
族
集
団
に
包
摂
さ
れ
、
広
東
に
お
い

て
、
教
育
・
教
化
に
よ
る
「
儒
教
化
」
は
宗
族
が
主
導
す
る
特
異
な
形

態
を
と
っ
た
と
も
推
測
さ
れ
て
い
る
。

第
七
章
で
は
珠
江
デ
ル
タ
で
台
頭
す
る
郷
紳
の
実
像
を
と
ら
え
る
べ

く
、
嘉
靖
初
年
に
中
央
政
界
で
も
活
動
し
た
霍
韜
の
記
録
に
よ
っ
て
石

頭
霍
氏
の
経
済
活
動
の
実
態
を
分
析
し
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
あ

ら
ゆ
る
利
権
の
獲
得
に
奔
走
す
る
族
人
の
私
益
追
求
に
対
し
、
霍
韜
は

直
接
に
戒
諭
す
る
ほ
か
、
地
方
官
に
も
取
締
り
を
要
請
す
る
な
ど
し
た

が
、
そ
れ
は
不
法
行
為
を
と
も
な
う
家
産
増
殖
に
起
因
す
る
紛
争
が
自

己
の
失
脚
ひ
い
て
は
自
家
の
破
滅
に
つ
な
が
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
だ

と
い
う
。
霍
韜
が
行
っ
た
書
院
・
社
学
の
設
立
や
大
家
族
制
度
（
合

爨
）
に
つ
い
て
も
、
著
者
は
郷
紳
が
儒
教
的
規
範
に
よ
っ
て
自
家
を
教

化
し
、
そ
れ
を
郷
里
に
推
及
し
て
い
く
も
の
と
性
格
づ
け
て
い
る
。

第
八
章
で
は
霍
氏
に
伝
わ
る
珠
璣
巷
伝
説
が
検
討
さ
れ
る
。
霍
韜
は

祖
先
の
系
譜
を
記
す
に
あ
た
り
、
秦
の
嶺
南
制
圧
時
に
南
雄
に
移
住
し

た
と
す
る
秦
移
住
説
で
は
な
く
、
宋
の
南
遷
時
に
太
原
か
ら
南
雄
の
珠

璣
巷
に
来
た
と
す
る
珠
璣
巷
伝
説
を
採
っ
た
。
著
者
は
そ
の
理
由
に
つ

い
て
、
霍
韜
の
よ
う
に
士
大
夫
・
官
僚
と
し
て
の
地
位
を
得
た
者
に

と
っ
て
、
家
系
の
正
統
性
を
内
外
に
知
ら
し
め
る
に
は
中
原
出
身
で
あ

る
こ
と
が
必
須
の
要
件
で
あ
り
、
秦
移
住
説
で
は
土
着
＝
非
漢
族
と
み

な
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
っ
た
た
め
に
、
こ
れ
を
捨
て
去
っ
た
と
す
る
。
そ

の
上
で
、
複
雑
な
民
族
状
況
の
中
で
珠
江
デ
ル
タ
が
科
挙
官
僚
制
を
軸

と
す
る
儒
教
文
化
の
潮
流
に
巻
き
込
ま
れ
た
こ
と
が
、
広
東
の
ひ
と
び

と
に
中
原
出
自
へ
の
願
望
を
生
み
出
し
た
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。

第
九
章
で
は
霍
氏
の
宗
法
導
入
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
霍
韜
は
高

祖
以
下
四
代
の
祖
先
を
祀
る
大
宗
祠
を
設
立
し
、
各
房
の
子
孫
が
そ
れ

ぞ
れ
の
祖
先
を
祀
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
ほ
か
、
祖
父
を
共
同

祖
先
（
房
祖
）
と
す
る
小
宗
の
家
衆
で
同
居
共
材
生
活
を
維
持
す
る
合

爨
も
実
施
し
た
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
子
姪
を
教
育
し
、
科
挙

を
媒
介
と
し
て
国
家
と
の
連
携
を
保
つ
こ
と
で
名
門
の
家
系
の
維
持
を

図
る
も
の
で
あ
り
、
近
世
の
宗
法
主
義
の
趣
旨
に
合
致
す
る
と
い
う
。

さ
ら
に
古
宗
法
に
な
ら
っ
て
祖
先
祭
祀
の
継
承
を
担
う
宗
子
を
立
て
、

族
長
が
体
制
を
維
持
す
る
宗
族
統
合
の
シ
ス
テ
ム
が
定
着
し
た
点
に
広

東
の
独
自
性
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

第
三
部
に
は
四
章
を
配
し
、
い
わ
ゆ
る
「
儒
教
化
」
の
最
終
局
面
を

と
ら
え
よ
う
と
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
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利
権
争
奪
に
奔
走
し
、
ひ
と
び
と
を
指
導
し
う
る
権
威
を
確
立
し
て
は

い
な
か
っ
た
と
い
う
。

第
十
二
章
で
は
崇
禎
初
年
に
広
州
府
推
官
を
つ
と
め
た
顔
俊
彦
の
判

牘
『
盟
水
斎
存
牘
』
か
ら
宗
族
に
か
か
わ
る
事
案
を
紹
介
し
、
宗
族
の

実
像
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
。
本
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
倫
氏
の
事
例

は
、
祠
堂
を
中
心
と
す
る
施
設
を
広
州
城
内
に
所
有
し
た
宗
族
が
不
肖

の
子
孫
に
よ
る
土
地
の
転
売
を
訴
え
て
取
り
戻
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ

り
、
宗
族
の
意
志
が
認
め
ら
れ
る
点
で
重
要
だ
と
い
う
。
当
該
書
所
収
の

事
例
か
ら
も
、
宗
族
の
集
団
的
意
志
や
紛
争
の
解
決
は
、
宗
子
と
族
長

が
族
人
を
指
導
す
る
宗
族
の
体
制
を
前
提
に
し
て
い
た
と
見
て
差
し
支

え
な
い
と
述
べ
て
、
第
九
章
に
お
け
る
著
者
の
見
解
を
補
強
し
て
い
る
。

第
十
三
章
で
も
『
盟
水
斎
存
牘
』
を
用
い
て
郷
紳
が
展
開
し
た
諸
活

動
の
具
体
像
を
検
討
し
て
い
る
。
著
者
は
特
に
沙
田
の
争
奪
に
注
目

し
、
郷
紳
に
よ
る
利
権
争
奪
の
実
行
者
と
な
っ
た
の
は
、
そ
の
子
弟
や

宗
族
、
奴
僕
、
無
頼
な
ど
で
あ
り
、
郷
紳
の
権
力
と
宗
族
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
甚
大
な
効
力
を
発
揮
し
た
と
い
う
。
ま
た
当
該
書
に
収
め
る

判
語
に
は
、
雑
姓
村
落
の
中
か
ら
有
力
宗
族
が
台
頭
し
、
他
を
従
属
さ

せ
る
プ
ロ
セ
ス
が
よ
く
わ
か
る
も
の
や
、
族
中
の
無
頼
が
族
人
の
土
地

を
有
力
郷
紳
に
投
献
・
売
却
す
る
事
例
が
見
ら
れ
る
と
し
、
宗
族
間
の

競
合
が
激
化
す
る
中
で
求
心
力
を
高
め
、
族
人
の
み
な
ら
ず
奴
僕
・
無

第
十
章
で
は
一
般
に
「
鉱
税
の
禍
」
と
称
さ
れ
る
万
暦
年
間
の
榷
税

の
問
題
を
取
り
上
げ
、
両
広
の
軍
事
情
勢
や
広
東
に
お
け
る
商
業
活
動

と
の
関
係
に
注
目
し
な
が
ら
考
察
す
る
。
榷
税
の
大
部
分
は
軍
餉
か
ら

回
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
る
不
足
分
を
州
県
か
ら
の
徴
収
で
補
っ
た
た
め
に

課
税
対
象
の
拡
大
を
招
い
た
。
仏
山
・
広
州
と
い
っ
た
大
都
市
で
は
徴

税
請
負
に
よ
る
中
間
マ
ー
ジ
ン
を
得
る
棍
徒
な
ど
が
暗
躍
し
た
ほ
か
、

著
者
が
明
代
後
期
の
広
東
で
台
頭
し
て
き
た
郷
紳
と
断
ず
る
豪
右
・
権

豪
も
、
牙
人
や
奴
僕
・
近
親
者
を
通
じ
て
市
場
で
支
配
権
を
獲
得
し
て

い
た
と
い
う
。
ま
た
広
東
の
郷
紳
と
福
建
商
人
と
の
対
抗
関
係
に
も
注

目
し
、
福
建
税
監
高
寀
の
入
粤
を
め
ぐ
る
事
件
も
、
福
建
商
人
が
徴
税

請
負
の
利
に
あ
ず
か
ろ
う
と
し
て
引
き
起
こ
し
た
と
の
見
解
が
示
さ

れ
る
。

第
十
一
章
で
は
明
末
広
州
で
起
き
た
搶
米
暴
動
を
事
例
と
し
て
、

「
儒
教
化
」
を
主
導
し
た
と
さ
れ
る
郷
紳
が
地
域
を
文
化
的
に
統
合
す

る
役
割
を
果
た
せ
て
い
た
か
を
考
察
し
て
い
る
。
広
州
で
は
海
外
貿
易

の
公
認
を
機
に
莫
大
な
利
益
を
上
げ
る
商
人
が
出
る
一
方
、
都
市
民
の

下
降
が
進
ん
だ
。
階
層
分
化
が
進
む
中
で
坊
廂
制
は
解
体
し
、
郷
約
・

保
甲
が
組
織
さ
れ
る
が
、
搶
米
暴
動
に
参
加
し
た
下
層
民
の
多
く
は
こ

う
し
た
組
織
に
登
録
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
搶
米
暴
動
に
際
し
て
平
糶

策
を
提
案
し
た
黎
遂
球
は
郷
紳
に
賑
恤
を
期
待
し
た
が
、
郷
紳
一
般
は
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頼
な
ど
様
々
な
ひ
と
び
と
を
引
き
寄
せ
、
多
角
的
な
利
権
争
奪
を
可
能

に
す
る
の
が
郷
紳
で
あ
っ
た
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。

終
章
で
は
各
章
に
お
け
る
考
察
の
結
果
を
あ
ら
た
め
て
示
し
た
上

で
、
そ
れ
ま
で
に
論
じ
て
き
た
一
連
の
事
象
の
な
か
で
、
最
先
進
地
域

の
江
南
と
同
様
、
珠
江
デ
ル
タ
で
も
郷
紳
が
絶
大
な
権
力
を
振
る
う
構

造
が
生
ま
れ
、
科
挙
官
僚
制
の
も
と
で
の
等
質
的
な
中
国
的
地
域
社
会

が
成
立
し
た
と
い
う
。
多
様
な
産
業
を
め
ぐ
る
激
し
い
争
奪
戦
の
中

で
、
郷
紳
を
送
り
出
し
、
宗
族
を
形
成
し
て
親
族
の
結
合
を
強
め
、
国

家
と
の
連
携
を
強
め
る
こ
と
が
競
争
を
生
き
延
び
る
最
大
の
方
策
と
な

り
、
多
く
の
家
族
が
そ
う
し
た
潮
流
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
こ
と

で
、
珠
江
デ
ル
タ
は
全
国
的
に
見
て
も
宗
族
の
普
及
度
が
高
く
、
組
織

が
整
備
さ
れ
た
地
域
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
結
論
づ
け
て

い
る
。

付
篇
に
収
め
ら
れ
る
四
篇
の
う
ち
、
一
で
は
欧
陽
脩
「
欧
陽
氏
譜

図
」
と
蘇
洵
「
蘇
氏
譜
図
」
を
対
象
と
し
て
、
近
世
譜
の
特
徴
と
問
題

点
と
が
検
討
さ
れ
る
。
宗
法
を
強
く
意
識
し
た
蘇
譜
に
対
し
、
宗
法
の

運
用
を
掲
げ
な
か
っ
た
欧
陽
譜
の
形
式
は
大
宗
の
法
の
復
活
に
可
能
性

を
開
く
も
の
で
あ
り
、
明
清
で
は
欧
陽
譜
が
多
く
採
用
さ
れ
た
。
近
世

譜
の
ポ
イ
ン
ト
は
収
族
に
あ
り
、
父
系
血
縁
関
係
の
網
を
媒
介
と
し
て

政
治
的
経
済
的
成
功
を
実
現
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
二

は
特
に
一
九
八
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
ま
で
の
日
本
に
お
け

る
宗
族
研
究
の
展
開
を
た
ど
り
、
地
域
ご
と
の
宗
族
の
展
開
や
地
域
と

国
家
と
の
関
係
を
解
明
し
て
い
く
こ
と
が
宗
族
研
究
の
進
展
に
必
要
だ

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
三
は
臼
井
佐
知
子
氏
の
著
書
に
対
す
る
書
評
、

四
は
広
東
羅
定
・
鬱
南
（
旧
羅
旁
地
区
）
に
お
け
る
二
度
の
現
地
調
査

の
記
録
で
あ
る
。

三本
書
を
通
読
し
て
ま
ず
印
象
に
残
っ
た
の
は
、
対
象
と
さ
れ
る
事
柄

の
多
様
さ
で
あ
る
。
漢
族
の
非
漢
族
地
域
へ
の
進
出
と
そ
れ
に
と
も
な

う
軋
轢
、
禁
絶
と
開
放
と
の
間
で
揺
れ
動
く
海
外
貿
易
の
展
開
と
そ
の

影
響
、
著
者
が
言
う
「
儒
教
文
化
」
の
浸
透
や
宗
族
形
成
、
都
市
に
お

け
る
郷
紳
層
の
勢
力
拡
大
な
ど
、
諸
事
例
の
具
体
的
な
展
開
を
個
別
に

取
り
上
げ
る
だ
け
で
な
し
に
、
そ
れ
ら
が
相
互
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い

る
と
の
印
象
を
持
っ
た
。
そ
う
し
た
点
か
ら
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
当
該

時
代
・
地
域
の
全
体
像
を
提
示
し
よ
う
と
い
う
著
者
の
姿
勢
が
見
て
取

れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

本
書
の
叙
述
は
各
種
地
方
志
や
文
集
・
族
譜
の
ほ
か
、
判
牘
と
い
う

形
で
、
推
官
と
い
う
い
わ
ば
官
僚
機
構
の
最
末
端
の
立
場
か
ら
社
会
の
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実
情
を
伝
え
る
顔
俊
彦
『
盟
水
斎
存
牘
』
な
ど
、
多
く
の
史
料
を
駆
使

し
て
進
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
も
ま
た
右
の
よ
う
な
印
象
を
抱
か
せ

る
一
因
と
な
っ
て
い
る
。
多
様
な
史
料
か
ら
地
域
の
全
体
像
を
描
こ
う

と
す
る
点
は
、
本
書
の
特
徴
の
ひ
と
つ
に
し
て
、
相
応
の
評
価
が
与
え

ら
れ
る
べ
き
点
に
数
え
て
よ
か
ろ
う
。

直
接
に
は
広
東
あ
る
い
は
珠
江
デ
ル
タ
と
い
う
地
域
の
具
体
像
を
描

き
つ
つ
も
、
多
様
な
諸
地
域
が
「
中
国
」
な
る
も
の
へ
と
統
合
さ
れ
て

い
く
過
程
お
よ
び
そ
こ
で
動
員
さ
れ
る
理
念
や
仕
組
み
に
対
す
る
関
心

も
、
叙
述
の
端
々
に
読
み
取
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
現
在
の
諸
状
況

に
照
ら
し
て
も
、
中
国
に
お
け
る
国
家
統
合
の
問
題
は
文
字
ど
お
り
古

く
て
新
し
い
問
題
で
あ
り
、
近
年
と
み
に
研
究
の
進
展
が
著
し
い
こ

と
、
言
を
俟
た
な
い
。
も
し
本
書
に
そ
う
し
た
問
題
関
心
が
通
底
し
て

い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
重
要
性
じ
た
い
は
評
者
に
も
よ
く
理
解
で
き

る
。
し
か
し
、
そ
の
上
に
展
開
さ
れ
る
具
体
的
な
分
析
・
考
察
に
際
し

て
の
著
者
の
認
識
や
視
座
に
つ
い
て
は
、
遺
憾
な
が
ら
評
者
に
は
十
分

に
理
解
し
え
な
い
部
分
が
少
な
く
な
か
っ
た
。

右
の
よ
う
な
大
き
な
問
題
関
心
に
対
す
る
答
に
相
当
す
る
の
が
、
本

書
の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
て
い
る
「
儒
教
化
」
で
あ
る
と
評
者
は
読
ん

だ
。
よ
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
そ
も
そ
も
著
者
が
そ
う
称
す
る

諸
事
象
を
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
称
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
点

で
あ
る
。

評
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
本
書
に
お
い
て
「
儒
教
化
」
は
、
漢
族
の
拡

大
・
宗
族
の
形
成
と
発
展
・
郷
紳
の
台
頭
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
主
題
を
異

に
す
る
三
部
を
貫
く
主
軸
に
据
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し

た
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
点
か
ら
し
て
、
本
書
中
の
「
儒
教
化
」
な
る

語
は
必
ず
し
も
同
次
元
に
は
な
い
諸
事
象
を
概
括
す
る
も
の
と
し
て
使

わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
試
み
に
「
儒
教
化
」
の
定
義
を
示
す
と
思
わ

れ
る
記
述
を
ひ
ろ
っ
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
第
一
部
で
は
端
的
に
「
漢

化
＝
儒
教
化
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
非
漢
族
が
文
化
的
に

漢
族
に
包
摂
さ
れ
、
最
終
的
に
は
国
家
の
版
籍
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
」

（
九
一
頁
）
あ
る
い
は
「
非
漢
族
を
含
む
「
化
外
の
民
」
を
教
化
に

よ
っ
て
漢
族
へ
と
変
身
さ
せ
る
こ
と
」（
一
六
〇
頁
）
が
「
漢
化
」
で

あ
り
、「
前
近
代
に
お
い
て
漢
族
が
創
り
上
げ
て
き
た
文
化
は
儒
教
文

化
な
の
で
「
漢
化
＝
儒
教
化
」
で
あ
る
」（
九
一
頁
）
と
い
う
。
ま
た

「
儒
教
化
の
核
心
を
な
す
の
は
科
挙
官
僚
制
で
あ
る
」（
二
七
二
頁
）
と

の
認
識
も
随
所
に
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
上
に
「
本
稿マ

マ

で
は
、
儒
教
化

と
い
う
用
語
は
、
科
挙
官
僚
制
に
く
み
こ
ま
れ
る
な
か
で
、
地
域
社
会

に
宗
族
な
ど
の
儒
教
文
化
が
浸
透
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
全
体
を
指
す
も

の
と
し
て
用
い
た
い
」（
二
二
三
頁
）
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

な
ど
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
第
二
部
で
中
心
と
な
る
宗
族
形
成
の
ほ
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か
、
第
三
部
で
主
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
郷
紳
の
登
場
」
も
「
科
挙
官

僚
制
を
軸
と
す
る
漢
族
の
儒
教
文
化
の
中
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
を
象

徴
」（
二
七
三
頁
）
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

明
朝
支
配
の
浸
透
・
宗
族
形
成
・
郷
紳
の
登
場
の
い
ず
れ
に
つ
い
て

も
、
た
し
か
に
儒
教
と
の
か
か
わ
り
が
皆
無
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
点
の
み
を
と
ら
え
て
、
次
元
を
異
に
す
る
右
の
三
者
を

「
儒
教
化
」
と
一
括
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
以
下
に
述
べ
て
い
く
よ
う

な
点
か
ら
し
て
も
、
い
さ
さ
か
不
可
解
と
の
感
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
。

た
と
え
ば
、
本
書
の
基
調
と
し
て
、
地
理
的
に
辺
境
に
位
置
す
る
と

と
も
に
、
著
者
が
「
科
挙
官
僚
制
を
軸
と
す
る
漢
族
の
単
一
な
儒
教
文

化
」（
三
七
五
頁
）
の
浸
透
と
い
う
点
で
後
発
と
位
置
づ
け
る
珠
江
デ

ル
タ
が
、
宋
代
以
降
、
明
代
に
至
る
ま
で
「
中
国
の
最
先
進
地
域
で
あ

り
、
最
も
儒
教
文
化
の
水
準
が
高
い
長
江
下
流
デ
ル
タ
地
域
（
江
南
）」

（
九
一
‐
九
二
頁
）
の
水
準
に
追
い
つ
く
と
い
う
構
図
が
念
頭
に
置
か

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
書
の
議
論
も
、
宗
族
形
成
に
せ

よ
郷
紳
の
台
頭
に
せ
よ
、
江
南
の
事
例
か
ら
得
ら
れ
た
諸
事
象
の
生
成

パ
タ
ー
ン
を
指
標
と
し
、
そ
れ
を
珠
江
デ
ル
タ
に
あ
て
は
め
る
と
い
う

形
で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て

大
過
な
い
と
す
れ
ば
、
ひ
と
つ
に
は
、
江
南
地
域
の
特
徴
と
い
う
の
は

著
者
が
考
え
る
ほ
ど
に
普
遍
的
な
要
素
と
見
な
し
て
よ
い
か
と
い
う
疑

問
が
ま
ず
浮
か
ぶ）

1
（

。
そ
し
て
い
ま
ひ
と
つ
に
は
、
そ
う
し
た
問
題
以
前

に
、
珠
江
デ
ル
タ
の
事
例
か
ら
当
該
地
域
特
有
の
生
成
パ
タ
ー
ン
の
抽

出
を
必
ず
し
も
目
指
さ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
著
者
が
「
儒
教
化
」
の
指

標
と
し
た
個
々
の
事
象
の
生
成
パ
タ
ー
ン
じ
た
い
は
、
江
南
を
主
た
る

対
象
地
域
と
す
る
先
行
研
究
で
す
で
に
実
証
さ
れ
、
現
に
本
書
が
そ
う

し
た
よ
う
に
、
そ
れ
に
依
拠
し
た
議
論
が
で
き
る
ほ
ど
に
熟
し
た
理
解

と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ

「
儒
教
化
」
な
る
視
座
に
よ
っ
て
何
が
新
た
に
見
え
て
く
る
の
か
が
明

確
に
つ
か
め
ず
、
そ
う
し
た
視
座
を
設
定
す
る
こ
と
の
意
義
を
理
解
す

る
こ
と
に
も
評
者
は
困
難
を
お
ぼ
え
た
。

い
わ
ゆ
る
「
地
域
社
会
論
」
の
提
起
以
降
、
特
に
明
確
に
意
識
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
ひ
と
つ
に
、
秩
序
の
あ
り
方
を
考
え
る
、
な

い
し
そ
れ
を
パ
ラ
ダ
イ
ム
化
す
る
際
、
ひ
と
び
と
の
具
体
的
な
行
動

―
そ
う
し
た
行
動
の
裏
に
あ
る
意
識
も
ふ
く
め
て

―
か
ら
秩
序
は

作
ら
れ
る
と
い
う
認
識
に
立
つ
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
う）

2
（

。
そ
う
し

た
考
え
方
に
対
す
る
著
者
の
ス
タ
ン
ス
の
如
何
は
と
も
か
く
、
一
般
に

「
儒
教
化
」
と
聞
い
て
、
儒
教
こ
そ
が
ひ
と
び
と
の
行
動
を
左
右
す
る

主
た
る
要
因
で
あ
っ
た
と
の
意
に
解
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
右
の

よ
う
な
視
座
に
照
ら
し
て
無
理
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
う

し
た
考
え
に
立
つ
と
、
著
者
が
「
儒
教
化
」
と
性
格
づ
け
た
ひ
と
び
と
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の
行
動
・
営
為
の
直
接
的
な
動
機
と
し
て
、
果
た
し
て
儒
教
が
ど
れ
ほ

ど
の
位
置
を
占
め
て
い
た
の
か
と
い
う
点
も
疑
問
に
感
じ
ら
れ
た
。
端

的
に
言
っ
て
、
十
六
世
紀
の
人
口
急
増
・
商
業
化
の
波
に
押
さ
れ
る
よ

う
に
非
漢
族
地
域
に
拡
大
し
、
土
地
集
積
を
進
め
、
つ
い
に
は
非
漢
族

の
反
乱
に
対
し
て
血
腥
い
軍
事
制
圧
作
戦
を
敢
行
し
た
漢
族
あ
る
い
は

明
朝
の
動
向
は
、
儒
教
の
浸
透
を
直
接
の
目
的
と
し
た
も
の
と
言
っ
て

よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
明
朝
の
科
挙
・
学
校
制
度
は
朱
子
学
と

密
接
に
結
び
つ
い
て
は
い
た
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
宗
族
の
形
成
・

維
持
も
ふ
く
め
、
科
挙
官
僚
を
安
定
的
・
継
続
的
に
輩
出
し
よ
う
と
す

る
ひ
と
び
と
の
戦
略
や
そ
れ
に
も
と
づ
く
営
為
は
、
儒
教
を
主
目
的
と

し
た
も
の
と
性
格
づ
け
る
こ
と
が
妥
当
な
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
そ
う

し
た
戦
略
・
営
為
の
主
た
る
目
的
は
、
下
は
激
し
い
競
争
社
会
に
お
け

る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
確
保
か
ら
上
は
各
種
の
利
権
拡
大
に
至
る
ま

で
、
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
な
実
利
の
面
に
お
か
れ
て
い
た
こ

と
、
著
者
が
郷
紳
の
台
頭
を
示
す
例
と
し
て
提
示
し
た
ひ
と
び
と
の
行

動
が
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
た
疑
問
は
ど
う
や
ら
評
者
の
み
の
も
の
で
も
な
さ
そ
う
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
と
思
わ
れ
た
の
は
、
付
篇
の
二
と
し
て
収

録
さ
れ
た
文
中
、
著
者
と
遠
藤
隆
俊
氏
の
共
編
書
に
収
め
る
片
山
剛
氏

の
論
文
に
つ
い
て）

3
（

、
そ
の
「
目
的
の
一
つ
は
、「
宋
代
以
降
、
特
に

十
六
世
紀
以
降
の
中
国
に
お
け
る
宗
族
結
合
の
目
的
を
、
珠
江
デ
ル
タ

の
そ
れ
を
含
め
て
、
科
挙
官
僚
を
代
々
送
り
出
し
て
い
く
こ
と
の
一
点

に
求
め
る
仮
説
」
を
提
示
し
た
井
上
の
見
解
を
批
判
す
る
こ
と
に
も
置

か
れ
て
い
る
」（
四
三
五
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
著
者
は
「
筆
者
に
対
す
る
氏
の
批
判
に
つ
い
て
は
誤
解
も

含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（
四
三
六
頁
）
と
し
た
上
で
、
前

著
に
対
す
る
小
島
毅
・
寺
田
浩
明
・
山
田
賢
の
諸
氏
か
ら
提
起
さ
れ
た

批
判
へ
の
応
答
も
ふ
ま
え
て
自
説
を
述
べ
て
い
る
。
著
者
の
主
張
を
要

す
る
に
、
宗
族
形
成
の
動
因
は
そ
の
段
階
あ
る
い
は
地
域
や
時
代
の
特

徴
に
応
じ
て
様
々
に
想
定
し
う
る
の
で
あ
り
、
科
挙
官
僚
の
輩
出
と
い

う
目
的
の
み
が
排
他
的
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の

と
評
者
は
理
解
し
た
。
そ
う
し
た
宗
族
形
成
の
諸
々
の
契
機
・
要
因
を

ひ
と
く
く
り
に
す
る
概
念
と
し
て
本
書
で
提
起
さ
れ
た
の
が
「
儒
教

化
」
な
の
だ
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
儒
教
を
一
義
的
な
目
的
と
す
る
わ

け
で
は
な
い
ひ
と
び
と
の
行
動
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
諸
事
象

ま
で
を
も
「
儒
教
化
」
と
称
す
る
こ
と
に
、
評
者
は
や
は
り
違
和
感
を

お
ぼ
え
る）

4
（

。
そ
う
し
た
ひ
と
び
と
の
行
動
や
諸
事
象
を
合
目
的
的
に
無

理
な
く
解
釈
し
う
る
説
明
が
先
行
研
究
で
示
さ
れ
、
著
者
も
基
本
的
に

そ
の
説
明
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
お
の
こ
と
「
儒
教
化
」

な
る
視
座
を
提
起
す
る
意
義
は
見
え
に
く
い
。
も
ち
ろ
ん
著
者
が
独
自
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の
定
義
の
も
と
に
「
儒
教
化
」
を
説
く
以
上
、
著
者
の
言
の
ご
と
く
、

評
者
の
違
和
感
も
結
局
は
誤
解
に
帰
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
少
な
く
と
も
本
書
の
叙
述
か
ら
、
著
者
が
提
起
す
る
「
儒
教

化
」
な
る
視
座
・
概
念
の
有
効
性
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
は
評
者
に

は
難
し
か
っ
た
。

評
者
の
関
心
に
引
き
つ
け
た
指
摘
と
な
る
が
、
本
書
で
は
そ
も
そ
も

「
儒
教
化
」
を
掲
げ
な
が
ら
、
明
代
に
お
け
る
儒
教
の
展
開
そ
れ
じ
た

い
、
な
い
し
そ
れ
に
関
連
づ
け
た
叙
述
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
あ

ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
思
想
史
の
分
野
に
お
い
て
、
本
書
が
対

象
と
す
る
時
期
と
言
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
陽
明
学
の
成
立
と
展
開
が
大
き

な
ト
ピ
ッ
ク
と
な
る
。
管
見
の
か
ぎ
り
本
書
で
は
、
第
一
章
の
第
二
節

で
両
広
総
督
に
起
用
さ
れ
た
最
晩
年
の
王
守
仁
が
田
州
・
思
恩
両
府
の

非
漢
族
反
乱
の
鎮
圧
に
あ
た
っ
た
こ
と
、
第
七
章
の
第
一
節
で
霍
韜
の

経
歴
を
述
べ
た
中
で
、
同
郷
の
方
献
夫
の
ほ
か
、
陳
献
章
に
学
ん
だ
湛

若
水
ら
と
西
樵
山
で
講
学
に
努
め
た
こ
と
に
そ
れ
ぞ
れ
言
及
さ
れ
る
の

み
で
、
全
体
と
し
て
さ
ほ
ど
突
っ
込
ん
だ
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
は
見
え
な
い
。
周
知
の
と
お
り
陽
明
学
は
、
商
業
化
の
進
展
、
競
争

社
会
の
到
来
と
階
層
分
化
、
あ
る
い
は
明
朝
支
配
の
拡
大
に
と
も
な
う

漢
族
・
非
漢
族
間
の
軋
轢
な
ど
、
ま
さ
に
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
諸

事
象
に
表
れ
る
よ
う
に
、
硬
直
化
し
た
既
存
の
理
念
や
制
度
で
は
対
応

で
き
な
く
な
っ
て
き
た
社
会
の
現
実
の
中
で
、
ほ
と
ん
ど
科
挙
の
受
験

科
目
に
堕
し
た
朱
子
学
に
か
わ
る
思
想
的
な
拠
所
と
し
て
官
僚
・
士
大

夫
に
受
容
さ
れ
た
。
王
守
仁
そ
の
ひ
と
に
つ
い
て
も
、
た
と
え
ば
陽
明

学
の
核
心
を
な
す
思
想
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
「
心
即
理
」
を
悟
っ
た

「
竜
場
の
大
悟
」
は
、
彼
が
貴
州
の
竜
場
駅
と
い
う
言
葉
も
通
じ
な
い

よ
う
な
蛮
地
に
左
遷
さ
れ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
っ
た
し）

5
（

、
本
書
で
も
言

及
さ
れ
る
よ
う
に
、
後
年
に
は
南
贛
巡
撫
ま
た
両
広
総
督
と
し
て
、
い

わ
ば
明
朝
支
配
の
最
前
線
で
地
方
統
治
に
あ
た
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
広
東
・
珠
江
デ
ル
タ
と
い
う
地
域
に
対
し
て
著

者
が
性
格
づ
け
た
の
と
同
様
、
華
夷
が
入
り
混
じ
る
地
域
で
ど
の
よ
う

に
王
朝
支
配
を
進
め
る
の
か
、
そ
こ
で
い
か
に
し
て
社
会
を
秩
序
づ
け

て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
に
身
を
も
っ
て
対
峙
す
る
中
で
、
王
守
仁
の

学
は
形
を
成
し
た
と
も
言
え
る
。
陽
明
学
に
対
し
て
正
負
い
ず
れ
の
態

度
を
採
る
に
せ
よ
、
そ
れ
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
当
時
の
士

大
夫
た
ち
が
、
ま
さ
し
く
本
書
で
論
じ
ら
れ
る
よ
う
な
諸
課
題
に
対
し

て
ど
の
よ
う
な
実
践
を
展
開
し
、
か
つ
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
思
想
的
裏

づ
け
が
見
出
せ
る
の
か
と
い
っ
た
点
は
、
明
代
後
期
の
社
会
と
思
潮
の

動
向
を
双
方
向
的
に
考
え
よ
う
と
す
る
際
、
重
要
な
論
点
と
な
り
う

る
。
朱
子
学
の
革
新
運
動
と
も
性
格
づ
け
ら
れ
る
陽
明
学
の
一
面
を
考

え
れ
ば
、
単
純
な
二
者
択
一
の
図
式
に
収
ま
ら
ず
、
あ
る
い
は
朱
子
学



－ 81 －

で
説
か
れ
る
理
念
な
い
し
そ
れ
に
も
と
づ
く
理
念
的
な
秩
序
形
成
の
あ

り
方
が
よ
り
強
調
さ
れ
る
面
も
あ
り
え
よ
う
。
著
者
が
説
く
「
儒
教

化
」
の
先
に
想
定
さ
れ
る
「
儒
教
」
的
な
る
も
の
と
は
い
か
な
る
も
の

な
の
か
を
明
確
に
示
す
と
い
う
点
で
も
、
明
代
の
儒
教
そ
の
も
の
の
動

向
と
本
書
で
論
じ
ら
れ
る
内
容
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、
よ
り
突
っ

込
ん
だ
議
論
を
示
し
て
ほ
し
か
っ
た
。

そ
の
他
、
こ
れ
も
「
儒
教
化
」
と
い
う
視
座
に
起
因
す
る
の
だ
ろ
う

か
、
本
書
の
第
一
部
は
、
漢
族
に
よ
る
入
植
・
土
地
集
積
と
非
漢
族
の

佃
農
化
な
い
し
漢
化
、
そ
の
過
程
で
起
き
る
非
漢
族
の
反
乱
と
王
朝
に

よ
る
鎮
圧
・
教
化
と
い
う
軸
に
沿
っ
た
叙
述
に
終
始
す
る
。
こ
う
し
た

問
題
を
あ
つ
か
う
際
、
史
料
の
分
析
・
解
釈
や
叙
述
の
あ
り
方
に
相
応

の
慎
重
さ
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
昨
今
の
研
究
に
お
い
て
特
に
強
調

さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
が
、
そ
う
し
た
水
準
に
照
ら
す
と
な
お
の
こ

と
、
第
一
部
で
示
さ
れ
る
著
者
の
理
解
に
は
、
や
は
り
一
面
的
だ
と
の

感
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
。
本
書
に
は
「
辺
境
」・「
華
夷
」・「
商
業
化
」
と

い
っ
た
語
が
頻
出
す
る
が
、
こ
う
し
た
関

語
か
ら
導
き
出
せ
る
例
と

し
て
、
た
と
え
ば
同
時
期
の
遼
東
で
は
、
商
業
化
の
影
響
を
受
け
て
奥

地
で
産
出
す
る
毛
皮
・
人
参
・
淡
水
真
珠
と
い
っ
た
奢
侈
品
に
対
す
る

中
国
国
内
で
の
需
要
が
高
ま
り
、
そ
の
こ
と
が
ジ
ュ
シ
ェ
ン
社
会
の
階

層
分
化
を
も
た
ら
し
た
ほ
か
、
明
と
の
経
済
・
軍
事
関
係
に
も
影
響
を

お
よ
ぼ
し
た）

6
（

。
こ
う
し
た
例
を
ふ
ま
え
る
と
、
ヤ
オ
族
が
住
む
山
地
の

産
品
に
対
す
る
需
要
の
有
無
や
変
化
、
そ
の
こ
と
が
彼
ら
の
社
会
あ
る

い
は
彼
ら
と
漢
人
と
の
関
係
に
い
か
な
る
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
か
、

そ
の
過
程
で
双
方
の
間
に
ど
の
よ
う
な
介
在
者
が
存
在
し
た
か
、
と

い
っ
た
切
り
口
か
ら
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
お
そ
ら
く
は
複
雑
に
錯

綜
し
た
状
況
に
あ
っ
た
と
思
し
い
「
商
業
化
」
時
代
の
「
華
と
夷
の

間
」
の
実
態
解
明
に
不
可
欠
な
知
見
を
少
な
か
ら
ず
見
出
せ
た
の
で
は

な
い
か
と
感
じ
た
。

四最
近
は
ど
こ
で
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
本
書
も
ま
た
相
当
の
多
忙

の
う
ち
に
ま
と
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
重
々
承
知
の

上
で
は
あ
る
が
、
編
集
に
か
か
わ
る
部
分
で
作
業
の
粗
さ
を
感
じ
さ
せ

る
部
分
が
見
受
け
ら
れ
た
の
は
残
念
で
あ
っ
た
。
序
章
に
よ
れ
ば
、
書

物
と
し
て
の
整
合
性
を
持
た
せ
る
た
め
の
統
一
・
整
理
の
作
業
が
行
わ

れ
た
よ
う
だ
が
、
先
に
も
指
摘
し
た
「
本
稿
」
の
語
の
よ
う
に
原
載
時

の
表
現
が
残
っ
て
い
る
も
の
の
ほ
か
、
注
に
お
い
て
著
者
の
旧
稿
が
引

か
れ
る
場
合
、
初
出
の
雑
誌
論
文
の
み
が
注
記
さ
れ
、
前
著
お
よ
び
本

書
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
々
あ
っ
た
。
本
書
に
収
録
さ
れ
た
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で
な
く
、
構
造
論
理
と
し
て
も
組
み
込
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
論
証

し
て
い
る
。

（
2
）
こ
う
し
た
立
場
を
端
的
に
述
べ
た
も
の
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
岸
本
美

緒
『
明
清
交
替
と
江
南
社
会

―
十
七
世
紀
中
国
の
秩
序
問
題

―
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）
の
「
序
」、
岩
井
茂
樹
編
『
中
国
近

世
社
会
の
秩
序
形
成
』（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
〇
四
年
）

の
同
氏
に
よ
る
「
序
」
を
挙
げ
て
お
く
。

（
3
）
片
山
剛
「
明
代
珠
江
デ
ル
タ
の
宗
族
・
族
譜
・
戸
籍

―
一
宗
族
を
め

ぐ
る
言
説
と
史
実

―
」（
井
上
徹
・
遠
藤
隆
俊
編
『
宋
―
明
宗
族
の
研

究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
年
、
所
収
）。

（
4
）
片
山
氏
は
、
註
（
3
）
所
掲
の
論
考
で
検
討
し
た
宗
族
が
科
挙
合
格
者

を
出
さ
ず
、
ま
た
科
挙
合
格
者
を
出
す
こ
と
を
志
向
し
て
い
な
か
っ
た
こ

と
を
実
証
し
、
著
者
の
仮
説
に
よ
っ
て
は
宗
族
結
合
を
説
明
で
き
な
い
と

断
じ
て
い
る
。
同
論
文
四
八
〇
頁
、
参
照
。
本
書
付
篇
所
収
の
文
章
に
お

け
る
著
者
の
反
論
も
、
ま
た
「
儒
教
化
」
も
、
片
山
氏
の
批
判
に
対
す
る

説
得
的
な
反
論
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。

（
5
）
岡
田
武
彦
『
王
陽
明
大
伝

―
生
涯
と
思
想

―
』（『
岡
田
武
彦
全
集
』

二
、
明
徳
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
所
収
）
第
七
章
「
竜
場
の
大
悟
」

八
九
‐
一
一
一
頁
。

（
6
）
岩
井
茂
樹
『
朝
貢
・
海
禁
・
互
市

―
近
世
東
ア
ジ
ア
の
貿
易
と
秩

序

―
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
）
第
三
章
「
辺
境
社
会

と
「
商
業
ブ
ー
ム
」」
参
照
。

〔
附
記
〕　 
原
稿
提
出
後
『
歴
史
人
類
学
学
刊
』
第
十
八
巻
第
一
期
、

二
〇
二
〇
年
に
張
葉
氏
に
よ
る
本
書
書
評
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
知
っ
た
が
、
す
で
に
校
正
の
段
階
に
進
ん
で
お

も
の
に
つ
い
て
は
、
序
章
で
旧
稿
と
の
対
応
関
係
が
示
さ
れ
て
は
い
る

も
の
の
、
一
般
に
は
な
ん
ら
か
の
修
訂
を
施
し
て
著
書
に
収
録
す
る
以

上
、
著
書
に
言
及
せ
ず
に
初
出
論
文
を
参
照
せ
よ
と
い
う
注
記
は
、
や

は
り
読
み
手
に
違
和
感
を
あ
た
え
る
。
ま
た
雑
誌
論
文
の
再
録
と
い
う

性
質
上
、
致
し
方
な
い
面
は
あ
る
が
、
叙
述
の
重
複
も
一
再
な
ら
ず
見

受
け
ら
れ
た
ほ
か
、
終
章
に
お
い
て
各
章
の
内
容
を
総
括
し
た
部
分
で

は
、
第
三
章
と
し
て
第
四
章
と
思
し
き
内
容
が
、
同
様
に
第
四
章
と
し

て
第
三
章
と
思
わ
れ
る
内
容
が
そ
れ
ぞ
れ
要
約
さ
れ
て
い
た
。

以
上
、
論
評
と
呼
ぶ
の
も
は
ば
か
ら
れ
る
よ
う
な
評
言
を
書
き
連
ね

て
き
た
。
門
外
漢
の
不
勉
強
を
露
呈
し
、
評
者
の
理
解
の
お
よ
ば
ぬ
点

を
羅
列
す
る
ば
か
り
で
、
本
書
の
意
義
を
十
分
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
著
者
な
ら
び
に
読
者
諸
賢
の
寛
恕
を
請
い

つ
つ
擱
筆
す
る
。

研
文
出
版
、
二
〇
一
九
年
二
月
、
Ａ
5
版
、
四
八
三
、三
四
頁

註
（
1
）
濵
島
敦
俊
「
明
代
江
南
は
「
宗
族
社
会
」
な
り
し
や
」（
山
本
英
史
編

『
中
国
近
世
の
規
範
と
秩
序
』
研
文
出
版
、
二
〇
一
四
年
、
所
収
）
は
、

明
代
後
期
に
お
け
る
江
南
デ
ル
タ
社
会
に
お
い
て
、
宗
族
が
普
遍
的
存
在
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り
、
そ
の
内
容
を
本
評
に
十
分
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
か
な
わ

な
か
っ
た
。
こ
の
点
、
著
者
な
ら
び
に
張
葉
氏
の
寛
恕
を
請

う
と
と
も
に
、
読
者
に
は
あ
わ
せ
て
参
照
し
て
い
た
だ
く
こ

と
を
お
願
い
し
た
い
。

（
じ
ょ
う
ち　

た
か
し　

同
志
社
大
学
文
学
部
・
助
教
）




