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は
じ
め
に

風
水
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
万
物
を
生
み
だ
し
働
か
せ
る
気
が

満
ち
溢
れ
て
い
る
土
地
は
風
水
的
に
優
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
龍
脈
（
気
の
流
れ
る
経
路
）
上
の
樹
林
や
穴
（
気
が
沸
き

上
が
る
地
点
）
を
取
り
囲
む
樹
林
は
気
を
墳
墓
に
導
入
す
る
効
果
（
1
）

お
よ
び
風
が
気
を
吹
き
散
ら
す
事
態
を
防
ぐ
効
果
（
2
）
が
あ
る
と
さ
れ
、

し
ば
し
ば
風
水
林
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
と
く
に
中
国
東
南
部
の
福

建
で
は
明
代
以
降
風
水
思
想
が
流
行
し
、
風
水
林
の
育
成
に
か
か

わ
る
人
間
の
活
動
が
慣
習
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ

は
全
国
的
に
も
群
を
抜
い
て
い
た
（
3
）
。

ま
た
、
福
建
は
宗
族
組
織
の
発
達
が
見
ら
れ
る
地
域
の
一
つ
で

も
あ
っ
た
（
4
）
。
風
水
知
識
お
よ
び
そ
の
実
践
が
中
国
東
南
部
に
お
い

て
と
り
わ
け
普
及
し
た
の
は
「
こ
の
地
域
に
顕
著
に
発
達
の
見
ら

れ
た
父
系
の
宗
族
が
、
自
ら
の
祖
先
の
墓
地
の
風
水
に
対
す
る
積

極
的
な
関
与
を
行
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
（
5
）
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、

宗
族
組
織
と
風
水
慣
習
の
両
事
象
は
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
族
有
林
（
一
族
共
有
の
樹
林
）
と
風

水
林
と
が
重
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
（
6
）
。

風
水
林
に
つ
い
て
言
及
し
た
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
①
そ
れ
を

切
口
と
し
て
中
国
人
の
風
水
観
を
解
明
す
る
も
の
（
7
）
、
な
ら
び
に
②

こ
の
風
水
観
が
生
態
環
境
の
保
全
を
い
か
に
促
進
し
た
の
か
を
考

察
す
る
も
の
（
8
）
、
の
二
系
統
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
は
風
水
の

保
全
の
た
め
に
風
水
林
を
設
置
す
る
こ
と
が
共
通
の
前
提
で
あ
っ

た
。
た
だ
、
筆
者
が
福
建
宗
族
と
墳
樹
（
墳
墓
の
周
辺
に
生
え
る

樹
木
）
と
の
関
連
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
考
察
し
た
結
果
、
風
水
慣

習
を
め
ぐ
る
人
々
の
行
動
は
実
に
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
（
9
）
。
筆
者
の
見
解
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
風
水
林
を
も
っ

明
代
福
建
の
宗
族
と
風
水
林

│
│
万
木
林
説
話
を
め
ぐ
っ
て
│
│

魏

郁

欣

明
代
福
建
の
宗
族
と
風
水
林
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ぱ
ら
風
水
の
保
全
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
だ
け
で
は
、

そ
の
多
様
性
を
見
誤
る
恐
れ
が
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
風
水
慣
習
の
一
つ
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り
上

げ
ら
れ
て
き
た
風
水
林
に
改
め
て
着
目
し
、
明
代
福
建
の
宗
族
が

そ
れ
に
自
ら
関
与
し
た
こ
と
に
は
ど
ん
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
を

問
う
こ
と
に
し
た
い
。
そ
し
て
そ
の
具
体
的
な
事
例
と
し
て
福
建

建
甌
（
当
時
は
建
寧
府
建
安
県
）
の
万
木
林
と
呼
ば
れ
る
自
然
保

護
区
を
挙
げ
る
。
元
代
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
万
木
林
は
本
来
風

水
上
の
理
由
に
基
づ
い
て
植
え
ら
れ
た
樹
林
で
は
な
か
っ
た
。
と

こ
ろ
が
十
五
世
紀
以
降
、
万
木
林
の
創
設
者
楊
達
�
の
孫
楊
栄
の

科
挙
合
格
を
契
機
に
万
木
林
が
い
か
に
し
て
そ
の
科
挙
合
格
を
生

み
だ
し
た
の
か
を
め
ぐ
る
説
話
（
万
木
林
説
話
と
呼
ぶ
）
が
数
多

く
定
め
ら
れ
た
結
果
、
一
般
樹
林
で
あ
っ
た
万
木
林
は
物
語
言
説

に
お
い
て
風
水
林
と
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は

福
建
建
甌
の
楊
一
族
が
共
同
で
所
有
す
る
万
木
林
を
と
お
し
て
、

一
般
樹
林
が
風
水
林
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
過
程
に
つ
い
て
考
察

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
明
代
福
建
の
宗
族
と
風
水
林
と
の
関
連
を
改

め
て
検
討
す
る
。

な
お
、
本
稿
で
主
に
用
い
る
史
料
は
『
楊
族
之
譜
』
一
巻
、

『
八
�
三
楊
匯
譜
（
楊
栄
世
家
卷
）』、『
中
華
楊
氏
通
譜
（
古
代

卷
）』
な
ど
の
族
譜
関
連
資
料
（
10
）
、
お
よ
び
万
木
林
説
話
の
作
成
を

主
導
し
た
楊
栄
の
別
集
『
楊
文
敏
公
集
（
11
）
』
で
あ
る
。

一
、
風
水
林
と
し
て
描
か
れ
た
万
木
林

１

楊
達
�
の
万
木
林
設
置

万
木
林
は
万
木
山
と
も
い
い
、
茶
の
産
地
と
し
て
よ
く
知
ら
れ

る
武
夷
山
の
東
南
、
す
な
わ
ち
現
在
福
建
省
南
平
市
の
管
轄
下
に

あ
る
建
甌
・
建
陽
・
順
昌
の
境
界
が
接
す
る
場
所
に
位
置
し
て
い

る
。
二
八
三
五
畝
の
面
積
を
有
す
る
万
木
林
が
中
国
最
初
の
自
然

保
護
区
の
一
つ
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
五

七
年
の
こ
と
で
あ
る
が
（
12
）
、
万
木
林
そ
の
も
の
の
歴
史
は
古
く
、

「
元
代
の
楊
達
�
が
資
金
を
出
し
樹
木
を
栽
培
し
た
（
13
）
」
こ
と
を
嚆

矢
と
す
る
。

楊
達
�
（
？
〜
一
三
七
八
）
は
建
安
（
現
在
の
建
甌
市
）
の
人
。

名
は
福
興
。
内
閣
大
学
士
と
し
て
明
朝
五
代
宣
徳
帝
に
重
用
さ
れ

た
楊
栄
は
そ
の
孫
で
あ
る
。
裕
福
な
家
庭
に
生
ま
れ
た
楊
達
�
は
、

「
宗
族
の
中
の
貧
者
や
病
者
、
喪
葬
を
行
え
ず
独
身
で
婚
嫁
が
で

き
な
い
者
を
み
な
救
済
し
た
。
ま
た
、
同
郷
の
人
々
に
対
し
て
も

同
様
で
あ
っ
た
（
14
）
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
慈
善
事
業
を
積
極
的
に

行
っ
た
人
物
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い

て
、
楊
達
�
の
万
木
林
設
置
は
主
に
慈
善
事
業
の
一
環
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
万
木
林
は
「
学
校
・
祠
廟
・
橋
梁
の

史

学

第
八
七
巻

第
一
・
二
号
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建
設
や
貧
民
の
保
養
・
葬
儀
な
ど
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
（
15
）
」
こ
と

を
主
要
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
楊
栄
が
そ
の
孫
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
楊
達
�
は
死
後
に
「
少
傅
工
部
尚
書
兼
謹
身
殿

大
学
士
」
が
追
贈
さ
れ
た
。

２

万
木
林
説
話
に
つ
い
て

万
木
林
成
立
後
、
元
末
に
建
寧
路
総
管
を
務
め
た
阮
徳
柔
（
16
）
は
そ

れ
を
地
域
社
会
の
発
展
に
貢
献
す
る
も
の
と
し
、
万
木
林
の
繁
茂

ぶ
り
を
褒
め
た
た
え
る
「
万
木
図
」
を
描
い
た
と
い
う
（
17
）
。
結
局
の

と
こ
ろ
「
万
木
図
」
は
後
世
に
残
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
以
外
の

万
木
林
を
題
材
と
し
た
文
章
は
い
く
つ
か
伝
わ
っ
て
い
る
。
現
存

す
る
も
の
と
し
て
、
楊
栄
「
万
木
図
事
実
記
（
18
）
」、
胡
広
（
19
）
「
万
木
山

記
（
20
）」、
楊
士
奇
（
21
）
「
楊
氏
万
木
図
序
（
22
）
」、
王
孟
端
（
23
）
「
万
木
図
歌
・
為
楊

庶
子
栄
作
（
24
）
」、
金
幼
孜
（
25
）
「
万
木
図
記
（
26
）
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
は
便
宜
上
の
総
称
と
し
て
万
木
林
説
話
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

万
木
林
説
話
の
な
か
で
、
楊
栄
に
よ
る
「
万
木
図
事
実
記
」
は

万
木
林
の
由
来
に
つ
い
て
最
も
詳
し
く
記
し
て
い
る
。
そ
の
内
容

は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

そ
の
昔
、
亡
く
な
っ
た
祖
父
達
�
公
は
生
ま
れ
つ
い
て
の
至

誠
孝
行
の
人
で
あ
り
、
善
行
を
楽
し
み
、
道
義
を
好
ん
だ
。

祖
墳
の
あ
る
と
こ
ろ
、
必
ず
子
孫
を
分
居
さ
せ
、
祭
祀
に
供

し
た
。
竜
津
大
富
山
は
先
代
の
墳
塋
が
あ
り
、
公
は
そ
の
傍

に
居
を
構
え
た
。
山
は
数
十
里
に
も
つ
な
が
り
、
ふ
も
と
は

肥
沃
な
土
地
だ
っ
た
。
毎
年
春
耕
の
と
き
に
な
る
と
、
公
は

族
人
を
率
い
て
自
ら
耕
作
し
て
収
穫
に
備
え
た
。
朝
夕
の
努

力
を
怠
ら
な
か
っ
た
た
め
、
収
穫
は
ほ
か
の
土
地
と
比
べ
倍

に
な
っ
た
。
公
は
決
ま
っ
た
量
を
祭
祀
に
供
す
る
ほ
か
、
残

り
を
蓄
え
、
さ
ら
に
機
舂
〔
水
力
を
利
用
し
た
挽
臼
〕
二
機

を
置
き
、
借
り
た
い
者
に
は
随
意
貸
し
だ
し
た
。
数
年
後
、

庫
は
粟
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
。
大
凶
作
の
年
、
地
域
の

人
々
は
食
べ
物
が
乏
し
く
な
っ
た
。
公
は
庫
を
開
い
て
救
お

う
と
し
た
が
、
人
々
が
勘
ぐ
る
の
を
心
配
し
、
大
富
山
で
植

樹
す
る
人
足
を
募
る
こ
と
を
口
実
に
、「
杉
木
一
本
を
植
え

た
者
に
は
報
酬
と
し
て
粟
一
斗
を
与
え
る
」
と
い
っ
た
。
す

る
と
貧
民
が
続
々
と
や
っ
て
き
た
。
公
は
彼
ら
が
来
れ
ば
食

べ
物
を
与
え
、
粟
を
給
し
て
立
ち
去
ら
せ
、
そ
の
名
を
記
録

す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
栗
が
な
く
な
る
と
、
門
を
閉
じ

て
昼
寝
し
た
。
夢
に
突
然
大
富
山
か
ら
一
人
の
白
衣
を
着
、

杖
を
つ
い
た
老
人
が
訪
れ
て
き
て
、「
お
前
が
植
え
た
木
が

青
々
と
茂
っ
た
の
に
、
ど
う
し
て
見
に
い
か
な
い
の
か
」
と

い
っ
た
。
公
は
不
思
議
な
夢
だ
と
思
っ
た
が
、
そ
の
時
は
気

に
留
め
な
か
っ
た
。
だ
が
何
年
後
、
山
木
が
繁
茂
し
、
四
方

明
代
福
建
の
宗
族
と
風
水
林

六
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に
広
が
り
整
然
と
並
ぶ
さ
ま
を
目
の
前
に
し
て
老
人
の
夢
を

思
い
出
し
、「
た
と
え
昼
夜
を
と
お
し
て
休
む
こ
と
な
く
繁

殖
し
た
と
し
て
も
、
た
と
え
雨
と
露
の
恵
み
に
よ
っ
て
潤
し

養
う
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
こ
ん
な
に
短
い
期
間
で
整

っ
た
こ
と
は
な
い
。
ま
さ
か
の
山
の
�
靈
か
ら
の
助
け
な
の

か
」
と
感
嘆
し
た
。
そ
こ
で
族
人
に
向
か
っ
て
「
当
初
は
木

を
植
え
る
つ
も
り
は
な
く
、
た
だ
、
こ
れ
に
か
こ
つ
け
て
貧

民
を
救
お
う
と
思
っ
た
だ
け
だ
っ
た
。
実
際
に
植
え
た
か
ど

う
か
、
確
か
め
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
今
こ
ん
な
に
茂
っ
た

の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
お
前
た
ち
は
私
の
い
う
こ
と

に
従
い
、
こ
の
山
の
木
は
誓
っ
て
他
人
に
売
っ
て
は
な
ら
な

い
。
橋
梁
、
学
校
、
寺
院
、
祠
堂
な
ど
の
建
設
に
だ
け
用
い

よ
。
貧
し
く
て
住
ま
い
が
な
い
者
や
死
ん
で
棺
が
な
い
者
が

い
れ
ば
、
彼
ら
に
与
え
よ
。
私
の
い
う
こ
と
に
従
わ
な
い
者

は
賢
明
な
子
孫
で
は
な
い
」
と
戒
め
た
（
27
）
。

後
述
の
よ
う
に
、
洪
武
年
間
（
一
三
六
八
〜
一
三
九
八
）、
楊

栄
の
伯
父
は
父
の
死
後
、
寺
院
の
改
築
に
用
い
ら
れ
る
建
材
を
民

間
に
提
供
す
る
た
め
に
、
大
富
山
に
植
え
ら
れ
た
杉
木
を
こ
と
ご

と
く
伐
採
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
い
っ
た
ん
消
え
て
し
ま
っ
た
林
木

は
ま
た
盛
ん
に
生
い
茂
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
繁
茂
ぶ
り
を
見

て
人
々
は
「
公
〔
楊
達
�
〕
は
人
を
活
か
す
徳
行
が
あ
っ
た
が
ゆ

え
に
、
そ
の
樹
木
は
生
気
が
満
ち
溢
れ
て
い
る
。
公
の
子
孫
の
繁

栄
は
ま
さ
に
そ
の
繁
茂
ぶ
り
と
似
て
い
る
。
そ
れ
は
す
べ
て
公
の

遺
沢
に
よ
る
も
の
で
あ
る
」
と
非
常
に
感
心
し
た
と
い
う
（
28
）
。

ま
た
、
金
幼
孜
「
万
木
図
記
」
に
も
似
た
よ
う
な
話
の
展
開
が

見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
楊
達
�
が
死
ん
で
二
十
余
年
後
、
い
っ

た
ん
な
く
な
っ
た
杉
の
木
が
ま
た
復
活
し
、「
人
々
は
み
な
そ
れ

を
公
〔
楊
達
�
〕
が
徳
積
み
を
長
い
間
に
重
ね
て
き
た
応
報
で
あ

る
と
見
な
し
た
。
林
木
の
繁
茂
を
見
る
の
は
決
し
て
偶
然
な
こ
と

で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
公
の
子
孫
繁
栄
の
現
れ
で
あ
る
」

と
い
う
（
29
）
。

さ
ら
に
胡
広
「
万
木
山
記
」
に
は
「
楊
達
�
は
人
に
及
ぼ
す
徳

が
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
山
木
が
青
々
と
茂
り
、
そ
こ
か
ら
彼
の

遺
沢
の
深
さ
が
わ
か
る
、
と
人
々
は
い
う
（
30
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ

れ
も
ま
た
万
木
林
の
繁
茂
ぶ
り
と
楊
達
�
の
善
徳
と
を
結
び
つ
け

て
い
る
。

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
楊
達
�
が
元
代
に
万
木
林
を
成

立
さ
せ
た
の
は
学
校
・
祠
廟
・
橋
梁
の
建
設
お
よ
び
救
貧
の
た
め

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
万
木
林
は
風
水
の
保
全
を
目
的
と
し
た
風

水
林
的
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
明
代
以

降
に
著
わ
さ
れ
た
万
木
林
説
話
で
は
、「
楊
達
�
の
徳
行
に
よ
り

万
木
林
は
一
般
の
樹
林
と
比
べ
一
層
繁
茂
す
る
風
水
林
へ
と
変
貌

史
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し
、
そ
し
て
そ
の
効
果
と
し
て
子
孫
繁
栄
が
遂
げ
ら
れ
た
」
と
い

っ
た
当
時
流
行
し
て
い
た
風
水
的
な
説
明
論
理
が
し
ば
し
ば
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
で
は
、
そ
の
意
図
は
一
体
ど
こ
に
あ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

二
、
楊
栄
と
個
々
の
風
水
説
話

１

楊
栄
と
万
木
山
説
話

楊
栄
（
一
三
七
一
〜
一
四
四
〇
）
は
建
安
の
人
、
字
は
勉
仁
、

初
名
は
子
栄
。
建
文
二
年
（
一
四
〇
〇
）
の
進
士
。
最
初
は
翰
林

院
編
修
に
任
命
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
丁
寧
な
対
応
で
永
楽
帝
に

好
感
を
抱
か
せ
た
た
め
、
文
淵
閣
に
入
り
、
名
を
栄
と
改
め
た
。

同
時
に
入
閣
し
た
七
人
の
な
か
で
は
、
楊
栄
が
最
年
少
で
あ
っ
た

と
い
う
。
楊
栄
は
以
後
、
翰
林
院
侍
講
、
右
諭
徳
（
太
子
の
侍

従
）
に
昇
進
し
た
。
永
楽
帝
の
北
巡
に
従
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ

っ
た
。
永
楽
五
年
（
一
四
○
七
）
に
右
庶
子
（
太
子
の
世
話
係
）、

永
楽
十
四
年
（
一
四
一
六
）
に
翰
林
院
学
士
（
長
官
）
に
抜
擢
さ

れ
た
（
31
）
。

楊
栄
は
「
万
木
図
事
実
記
」
の
最
後
に
お
い
て
、
自
分
自
身
が

永
楽
帝
の
知
恩
を
受
け
て
右
庶
子
を
兼
ね
、
さ
ら
に
翰
林
院
学
士

に
選
ば
れ
た
の
は
「
実
に
わ
が
先
祖
が
徳
積
み
を
重
ね
て
き
た
か

ら
で
あ
る
（
32
）
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
徳
積
み
と
は
、
楊
達

�
が
育
林
を
と
お
し
て
救
済
活
動
を
行
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
右
庶
子
と
翰
林
院
学
士
と
の
両
官
職
を
兼
任
し
、
順
調

な
官
界
生
活
を
歩
み
始
め
た
と
い
っ
た
既
成
事
実
に
対
し
、
楊
栄

が
自
己
解
釈
を
試
み
た
成
果
の
一
つ
は
ま
さ
に
こ
の
「
万
木
図
事

実
記
」
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
自
己
解
釈
の
信
憑
性
を
高
め
る
た
め
に
、
楊
栄
は
知
り

合
い
の
何
人
か
の
有
力
政
治
家
に
も
説
話
の
作
成
を
依
頼
し
た
。

前
述
の
「
万
木
山
記
」、「
楊
氏
万
木
図
序
」、「
万
木
図
歌
・
為
楊

庶
子
栄
作
」、「
万
木
図
記
」
は
こ
う
し
た
背
景
の
な
か
で
誕
生
し

た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
永
楽
五
年
（
一
四
〇

七
）
に
永
楽
帝
の
北
巡
に
付
き
添
っ
て
い
た
胡
広
と
金
幼
孜
の
二

人
は
そ
れ
を
契
機
と
し
て
楊
栄
と
の
交
際
を
深
め
た
。
楊
士
奇
は

永
楽
元
年
（
一
四
〇
三
）
に
翰
林
院
編
修
を
担
当
し
た
後
、
間
も

な
く
侍
講
に
昇
進
し
た
。
王
孟
端
は
同
年
に
文
淵
閣
に
入
っ
た
。

楊
栄
と
似
た
よ
う
な
経
歴
を
持
っ
て
い
る
二
人
は
そ
れ
ゆ
え
に
楊

栄
と
の
親
交
が
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
楊
栄
は
官
界
に
お
い
て
何

人
か
の
政
治
家
と
親
交
関
係
を
築
い
た
た
め
、
説
話
の
作
成
を
依

頼
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

２

楊
栄
と
白
鶴
山
説
話

と
こ
ろ
で
、「
万
木
図
事
実
記
」
の
作
成
よ
り
や
や
早
い
時
期
、

明
代
福
建
の
宗
族
と
風
水
林

七
一
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一
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す
な
わ
ち
翰
林
院
編
修
に
任
命
さ
れ
た
と
き
、
楊
栄
は
祖
父
楊
達

�
の
墓
地
が
設
置
さ
れ
た
白
鶴
山
に
か
ん
す
る
説
話
を
す
で
に
著

わ
し
て
い
た
。
そ
の
一
部
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

私
の
出
身
地
建
寧
に
は
府
城
か
ら
東
へ
二
里
離
れ
た
と
こ
ろ

に
山
が
あ
る
。
そ
れ
は
高
々
と
そ
び
え
、
そ
の
勢
い
の
盛
ん

な
さ
ま
は
ま
る
で
鶴
か
の
よ
う
で
あ
る
。
…
…
実
に
重
み
の

あ
る
吉
地
で
あ
り
、
大
勢
の
人
々
が
そ
こ
に
埋
葬
地
を
求
め

た
が
、
叶
わ
な
か
っ
た
。
祖
父
は
存
命
中
、
徳
行
・
善
行
を

積
み
、
孝
行
を
尽
く
し
て
亡
く
な
っ
た
が
、
な
か
な
か
墓
が

決
ま
ら
な
か
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
、
真
如
寺
の
僧
侶

無
涯
が
寺
の
改
築
工
事
を
行
お
う
と
し
た
が
、
建
材
が
足
り

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
郷
紳
の
蘇
明
遠
を
誘
い
、
二
人
で
家
を

訪
ね
て
き
て
木
材
を
分
け
て
も
ら
う
よ
う
に
求
め
た
。
伯
父

楊
彦
禎
は
す
ぐ
に
兄
弟
を
集
め
、
竜
津
の
木
三
万
本
を
与
え
、

さ
ら
に
そ
の
運
搬
費
を
出
し
た
。
無
涯
は
大
い
に
悦
び
、
そ

の
後
、
祖
父
が
ま
だ
埋
葬
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
る
と
、

つ
い
に
白
鶴
山
の
土
地
を
献
上
し
、「
こ
こ
は
か
つ
て
大
金

で
買
お
う
と
す
る
人
が
い
た
が
、
私
は
同
意
し
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
こ
の
土
地
に
ふ
さ
わ
し
い
人
が
現
れ
る
の
を
待
っ
た

た
め
だ
。
今
こ
の
土
地
で
も
っ
て
礼
に
し
た
い
」
と
い
っ
た
。

そ
こ
で
占
っ
て
吉
の
結
果
が
出
る
と
、
埋
葬
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
…
…
私
が
府
学
に
通
っ
て
い
た
と
き
、
弟
た
ち
を
そ

こ
に
連
れ
て
い
っ
て
と
も
に
勉
強
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
後

に
科
挙
に
合
格
し
、
翰
林
院
に
職
を
得
て
、
特
別
の
恩
遇
を

受
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
す
べ
て
先
祖
の
遺
沢
に
よ
っ
て
得
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
（
33
）
。

こ
の
白
鶴
山
説
話
は
万
木
林
説
話
と
同
じ
く
、
楊
達
�
の
「
徳

行
・
善
行
を
積
む
こ
と
」（「
種
徳
積
善
」）
に
よ
っ
て
白
鶴
山
と

い
う
吉
地
が
与
え
ら
れ
た
と
い
っ
た
風
水
的
な
説
明
論
理
を
用
い
、

科
挙
合
格
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
出
世
に
つ
い
て
楊
栄
が
自
己
解
釈

を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

３

も
う
一
つ
の
風
水
説
話
�
白
狸
眠
処
説
話

実
は
楊
一
族
に
は
も
う
一
つ
古
く
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
風
水
説

話
が
あ
る
。
そ
れ
は
崇
安
県
へ
移
住
し
た
こ
と
か
ら
「
崇
安
開
基

祖
」
と
崇
め
ら
れ
る
楊
宗
興
の
埋
葬
地
、
す
な
わ
ち
「
白
狸
眠

処
」
を
題
材
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
部
は
以
下
の
よ
う
で

あ
る
。公

〔
楊
宗
興
〕
は
八
五
歳
の
高
齢
で
亡
く
な
っ
た
。
息
子
た

ち
は
父
の
遺
体
を
舟
に
載
せ
、
埋
葬
地
を
探
そ
う
と
決
め
た
。

建
甌
県
豊
楽
里
で
舟
を
停
め
る
と
、
川
西
に
た
ま
た
ま
風
水

師
が
い
た
。
彼
は
近
づ
い
て
き
て
、「
舟
に
乗
せ
て
も
ら
え

史
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る
か
」
と
尋
ね
た
の
で
、
兄
弟
は
み
な
許
し
た
。
翌
日
、
そ

の
風
水
師
が
ま
た
い
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
三
た
び
に
も

な
っ
た
が
、
兄
弟
は
嫌
な
顔
一
つ
を
し
な
か
っ
た
。
風
水
師

は
「
お
礼
は
で
き
な
い
が
、
父
君
の
遺
骸
が
ま
だ
埋
葬
さ
れ

て
い
な
い
と
な
れ
ば
、
吉
地
を
教
え
、
そ
れ
で
三
た
び
舟
に

乗
せ
て
も
ら
っ
た
恩
義
に
報
い
る
こ
と
に
し
よ
う
」
と
い
い
、

あ
る
山
を
指
し
て
「
こ
の
山
は
武
夷
山
か
ら
発
し
、
清
々
し

い
気
は
ま
る
で
一
本
の
筋
が
通
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
川
は
崇
安
県
よ
り
流
れ
、
水
流
の
音
は
雷
の
よ
う
で
あ

る
。
形
は
雌
雄
を
成
し
て
い
る
。
竜
会
穴
に
は
、
体
が
ま
っ

す
ぐ
に
伸
び
た
ま
ま
で
眠
っ
て
い
る
白
狸
が
い
る
。
乙
に
座

し
て
辛
に
向
か
っ
て
い
る
。
案
山
〔
穴
の
前
方
に
見
え
る
山

並
み
〕
は
筆
置
き
の
形
を
し
て
い
る
。
前
は
文
峯
、
後
は
三

台
。
今
日
は
ま
さ
し
く
埋
葬
に
良
い
日
だ
。
お
前
た
ち
は
今

夜
急
い
で
白
狸
が
眠
る
処
を
探
し
て
み
よ
。
そ
こ
に
埋
葬
す

れ
ば
、
子
孫
は
自
然
に
繁
栄
す
る
」
と
い
っ
た
後
に
、
立
ち

去
っ
た
。
引
留
め
よ
う
と
し
た
が
、
果
た
せ
な
か
っ
た
。
兄

弟
は
そ
の
言
葉
に
従
い
、
そ
の
日
の
夕
方
に
棺
を
担
い
で
山

に
登
っ
た
。
五
更
〔
午
前
四
時
〜
六
時
〕
に
な
る
と
、
寒
々

と
し
た
風
が
体
に
当
た
り
、
激
し
く
鳴
る
雷
で
驚
い
て
起
き

た
白
狸
は
体
を
三
回
伸
ば
し
三
回
跳
び
上
が
っ
て
立
ち
去
っ

た
。
兄
弟
は
急
い
で
父
の
遺
骸
を
白
狸
眠
処
に
埋
葬
し
、
舟

で
帰
っ
た
。
そ
れ
は
宋
真
宗
大
中
祥
符
四
年
（
一
〇
一
一
）

十
月
二
十
一
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
風
水
師
が
ま
た
訪
ね
て

き
て
「
体
が
ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
た
ま
ま
で
眠
っ
て
い
る
白
狸

が
い
た
か
」
と
聞
い
た
。
兄
弟
は
「
本
当
に
い
た
。
雷
の
音

に
驚
き
、
体
を
三
回
伸
ば
し
三
回
跳
び
上
が
っ
た
ら
、
悠
然

と
し
て
立
ち
去
っ
た
」
と
答
え
た
。
風
水
師
は
「
体
を
三
回

伸
ば
し
三
回
跳
び
上
が
っ
た
と
い
う
の
は
、
三
代
に
わ
た
っ

て
朝
廷
の
高
官
を
輩
出
し
、
富
貴
を
永
遠
に
得
ら
れ
る
こ
と

を
意
味
す
る
」
と
祝
賀
の
言
葉
を
贈
っ
た
。
兄
弟
は
風
水
師

を
家
に
招
き
入
れ
た
い
く
ら
い
感
謝
し
、
さ
ら
に
そ
の
字
名

を
尋
ね
て
謝
礼
を
し
よ
う
と
し
た
ら
、
風
水
師
は
「
今
吉
地

を
得
た
の
は
、
お
前
た
ち
の
先
祖
が
何
代
に
も
わ
た
っ
て
徳

積
み
を
重
ね
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
偶
然
で

は
な
い
。
敢
え
て
報
酬
を
望
も
う
や
」
と
い
い
、
固
辞
し
て

立
ち
去
っ
た
。
兄
弟
は
風
水
師
を
引
留
め
よ
う
と
し
た
が
、

果
た
せ
ず
、「
あ
の
人
は
も
し
か
し
て
仙
人
か
？
」
と
い
い
、

舟
を
返
し
て
家
に
戻
っ
た
（
34
）
。

こ
れ
は
ま
た
楊
一
族
の
善
行
、
す
な
わ
ち
楊
宗
興
の
子
楊
孟

慶
・
楊
仲
祥
・
楊
季
瑞
が
風
水
師
に
助
け
舟
を
出
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
「
白
狸
眠
処
」
と
呼
ば
れ
る
最
高
の
吉
地
が
与
え
ら
れ
た
と

明
代
福
建
の
宗
族
と
風
水
林
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い
っ
た
話
の
展
開
か
ら
み
れ
ば
、
前
述
の
二
説
話
と
若
干
似
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
楊
栄
の
科
挙
合
格
を
合
理
的
に
説
明

す
る
際
、
楊
一
族
自
身
が
こ
の
説
話
を
用
い
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
。

楊
宗
興
の
長
男
楊
孟
慶
は
永
安
県
（
現
在
の
三
明
市
に
位
置
す

る
）
の
主
簿
、
三
男
楊
季
瑞
は
剣
州
（
現
在
の
南
平
市
）
の
刺
史

を
務
め
た
。
楊
季
瑞
の
長
男
楊
緯
は
宋
紹
興
二
十
八
年
（
一
一
五

八
）
に
、
次
男
楊
緘
は
宋
乾
道
六
年
（
一
一
七
〇
）
に
そ
れ
ぞ
れ

進
士
と
な
っ
た
。
進
士
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
載

は
見
つ
か
ら
な
い
が
、
楊
緘
の
長
男
楊
臻
は
吏
部
員
外
郎
、
楊
臻

の
長
男
楊
�
は
刑
部
尚
書
に
そ
れ
ぞ
れ
任
命
さ
れ
た
（
35
）
。
換
言
す
れ

ば
、
風
水
師
の
祝
賀
の
言
葉
に
「
体
を
三
回
伸
ば
し
三
回
跳
び
上

が
っ
た
と
い
う
の
は
、
三
代
に
わ
た
っ
て
朝
廷
の
高
官
を
輩
出
し
、

富
貴
を
永
遠
に
得
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、

こ
の
説
話
は
楊
栄
の
科
挙
合
格
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
宋
代
に

お
け
る
「
三
代
に
わ
た
っ
て
朝
廷
の
高
官
を
輩
出
し
た
」
と
い
っ

た
既
成
事
実
に
対
す
る
楊
一
族
の
自
己
解
釈
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
楊
一
族
の
み
な
ら
ず
、
他
者
に
よ
る
史
料
に
お
い
て

も
「
白
狸
眠
処
」
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
が
い
く
つ
か
見
ら
れ

る
。
た
と
え
ば
、「
こ
の
土
地
は
甌
寧
県
の
豊
楽
里
に
あ
り
、
地

名
は
白
狸
窩
で
あ
る
。
仙
人
が
白
狸
の
眠
る
処
を
指
示
し
た
の
で
、

今
地
元
の
人
々
は
こ
こ
を
白
狸
窩
と
呼
ぶ
。
…
…
ま
さ
に
富
貴
を

生
み
だ
す
最
高
の
土
地
で
あ
る
（
36
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
楊
宗
興
の
埋

葬
地
は
最
高
の
風
水
宝
地
と
し
て
当
時
の
風
水
書
『
地
理
人
子
須

知
（
37
）』
に
よ
っ
て
大
い
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

風
水
専
門
家
に
よ
る
認
可
を
得
て
自
他
と
も
に
認
め
る
好
風
水
に

な
っ
た
が
ゆ
え
に
、「〔
楊
宗
興
が
〕
埋
葬
さ
れ
て
三
〇
〇
年
の
後
、

文
敏
公
楊
栄
が
工
部
尚
書
、
曾
孫
楊
旦
が
吏
部
尚
書
と
な
っ
た
。

科
挙
合
格
者
が
連
続
し
て
輩
出
し
、
官
に
あ
る
者
は
数
十
人
に
至

っ
た
。
今
に
至
る
ま
で
繁
栄
し
て
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な

い
（
38
）」
と
そ
の
風
水
的
な
効
果
は
絶
大
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
同
時
代
の
地
方
志
に
も
次
の
よ
う
な
白
狸
眠
処
説
話
が

収
録
さ
れ
て
い
る
。

楊
万
大
は
崇
安
の
人
、
物
静
か
な
性
格
で
、
武
夷
山
で
住
ま

い
を
構
え
、
山
川
の
間
で
魚
を
採
っ
た
り
木
を
伐
っ
た
り
の

生
活
を
し
て
い
た
。
夜
は
灯
を
つ
け
て
独
り
坐
し
、
琴
を
弾

い
た
り
詩
を
詠
ん
だ
り
す
る
こ
と
を
自
ら
の
楽
し
み
と
し
た
。

山
の
ふ
も
と
に
渡
し
場
が
あ
っ
た
。
あ
る
日
の
夕
方
、
黄
色

の
冠
を
つ
け
黒
い
服
を
着
た
立
派
な
顔
立
ち
の
道
士
が
来
た
。

武
夷
宮
に
行
く
途
中
で
あ
る
が
、
夜
の
泊
ま
り
所
が
見
つ
か

ら
な
い
と
い
う
の
で
、
門
を
た
た
い
て
楊
万
大
の
家
に
投
宿

す
る
よ
う
求
め
た
。
そ
の
後
、
道
士
は
た
び
た
び
来
た
が
、

史
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楊
万
大
は
そ
の
つ
ど
彼
を
賓
客
と
し
て
遇
し
た
。
し
ば
ら
く

す
る
と
そ
の
回
数
は
ま
す
ま
す
多
く
な
っ
た
。
あ
る
日
、
道

士
が
ま
た
来
て
「
私
は
こ
の
世
の
者
で
は
な
い
。
今
神
仙
の

地
に
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
お

前
に
別
れ
を
告
げ
に
き
た
。
お
前
の
行
い
が
非
常
に
善
い
の

を
見
れ
ば
、
天
は
必
ず
そ
れ
に
報
い
る
。
た
だ
、
お
前
は
年

な
の
で
、
報
い
は
子
孫
に
あ
る
だ
ろ
う
」
と
い
い
、
船
頭
に

命
じ
て
楊
万
大
を
連
れ
て
い
こ
う
と
し
た
。
楊
万
大
は
初
め

て
い
ぶ
か
し
く
思
い
、
し
ば
ら
く
す
る
と
憂
鬱
な
様
子
で
、

「
両
親
は
亡
く
な
っ
て
い
る
が
、
ま
だ
埋
葬
し
て
い
な
い
。

ど
う
い
て
一
緒
に
行
け
よ
う
」
と
答
え
た
。
道
士
は
、「
埋

葬
が
終
わ
る
の
を
待
っ
て
、
一
緒
に
行
っ
て
も
遅
く
な
い
」

と
い
っ
た
。
そ
こ
で
二
人
は
舟
に
乗
り
、
甌
寧
県
豊
楽
里
へ

向
か
っ
た
。
豊
楽
里
に
着
く
と
、
道
士
は
澄
ん
だ
水
が
蛇
行

す
る
川
や
美
し
い
山
を
指
し
、「
某
年
某
月
某
日
に
両
親
の

棺
を
こ
こ
に
運
ん
で
き
な
さ
い
。
白
狸
眠
処
が
あ
れ
ば
、
そ

こ
が
墓
所
だ
。
白
狸
が
起
き
れ
ば
、
そ
れ
が
埋
葬
の
と
き

だ
」
と
い
っ
た
。
そ
の
日
に
な
る
と
、
楊
万
大
は
棺
を
山
中

に
運
ん
だ
。
果
た
し
て
白
狸
が
い
た
の
で
、
い
わ
れ
た
と
お

り
両
親
の
遺
体
を
そ
こ
に
埋
葬
し
た
。
一
年
も
経
た
な
い
う

ち
に
、
他
所
に
住
む
子
孫
た
ち
が
そ
の
土
地
の
豊
か
さ
を
聞

き
つ
け
、
大
勢
で
や
っ
て
き
て
こ
こ
に
住
ん
だ
。
そ
の
た
め
、

そ
の
土
地
は
「
楊
�
」、
墓
所
は
「
白
狸
」
と
名
づ
け
ら
れ

た
。
当
時
、
楊
万
大
は
す
で
に
九
七
歳
に
な
っ
て
い
た
。
昼

寝
を
し
て
い
る
と
、
夢
の
な
か
で
道
士
が
迎
え
に
き
て
、

「
今
、
埋
葬
が
終
わ
っ
た
の
で
、
私
と
一
緒
に
行
こ
う
」
と

い
っ
た
。
楊
万
大
は
目
覚
め
る
と
す
ぐ
に
沐
浴
し
て
衣
服
を

改
め
、
端
坐
し
て
亡
く
な
っ
た
。
現
在
の
太
師
文
敏
公
楊
栄

は
楊
万
大
の
子
孫
で
あ
る
（
39
）
。

後
述
の
よ
う
に
、
楊
万
大
（
す
な
わ
ち
楊
宗
興
の
三
男
楊
季

瑞
）
が
崇
安
県
か
ら
甌
寧
県
へ
移
住
し
た
後
に
、
一
族
が
豊
か
に

な
り
、
元
々
「
陳
�
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
土
地
は
そ
れ
ゆ
え
に

「
楊
�
」
と
改
名
さ
れ
た
。
こ
の
説
話
は
甌
寧
県
に
お
け
る
楊
一

族
の
繁
栄
に
つ
い
て
説
明
を
行
う
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

た
だ
文
末
に
「
現
在
の
太
師
文
敏
公
楊
栄
は
楊
万
大
の
子
孫
で
あ

る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
作
者
は
特
書
す
べ
き
点
と
し
て
わ
ざ
と
楊

栄
と
楊
万
大
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

楊
一
族
は
白
狸
眠
処
説
話
と
、
宋
代
に
お
け
る
科
挙
合
格
者
や

任
官
経
験
者
の
輩
出
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
が
、
た
だ
、
風
水
書

や
地
方
志
に
見
る
白
狸
眠
処
説
話
を
と
お
し
、
地
域
の
人
々
は
、

①
「〔
楊
宗
興
が
〕
埋
葬
さ
れ
た
三
〇
〇
年
の
後
、
文
敏
公
楊
栄

が
工
部
尚
書
と
な
っ
た
」、
②
「
現
在
の
太
師
文
敏
公
楊
栄
は
楊
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代
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万
大
の
子
孫
で
あ
る
」、
と
あ
る
よ
う
に
、
楊
栄
の
成
功
す
る
理

由
を
楊
宗
興
の
埋
葬
地
の
風
水
効
果
に
求
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。さ

ら
に
「
本
族
に
は
墓
地
一
箇
所
が
あ
り
、
甌
寧
県
豊
楽
里
の

楊
�
に
位
置
し
、
牌
坊
が
建
て
ら
れ
た
。
そ
れ
は
先
祖
が
仙
人
か

ら
、
白
狸
眠
処
と
呼
ば
れ
る
土
地
に
祖
先
宗
興
公
を
埋
葬
す
る
よ

う
指
示
を
受
け
た
墓
穴
だ
（
40
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
楊
栄
自
身
も
こ
の

説
話
の
存
在
を
認
識
し
て
い
た
よ
う
だ
。
と
す
れ
ば
、
楊
栄
の
科

挙
合
格
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
出
世
は
白
狸
眠
処
の
風
水
効
果
に
由

来
す
る
も
の
だ
と
地
域
の
人
々
が
説
い
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、

既
存
の
白
狸
眠
処
説
話
を
そ
の
ま
ま
利
用
す
れ
ば
済
ん
だ
は
ず
だ

が
、
な
ぜ
楊
栄
は
あ
え
て
新
た
な
風
水
説
話
（
万
木
林
説
話
、
白

鶴
山
説
話
）
を
作
る
こ
と
に
力
を
入
れ
た
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問

が
浮
上
す
る
。

三
、
楊
栄
を
取
り
巻
く
宗
族
の
危
機
的
状
況

な
ぜ
風
水
説
話
を
新
た
に
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

か
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
こ
の
両
説
話
の
成
立
年
代
、
す

な
わ
ち
一
四
〇
三
年
か
ら
一
四
一
六
年
に
か
け
て
楊
一
族
が
ど
ん

な
状
況
に
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
に
対
し
て
楊
栄
は
い
か
な
る
対
応

を
試
み
た
の
か
に
つ
い
て
見
る
必
要
が
あ
る
。

１

楊
一
族
に
つ
い
て

隋
の
煬
帝
（
楊
広
）
に
殺
害
さ
れ
る
危
険
を
避
け
�
の
呉
興

（
福
建
省
浦
城
県
）
へ
逃
れ
て
き
た
と
い
わ
れ
る
楊
秀
（
楊
堅
の

四
男
）
は
「
入
�
始
祖
」
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
十
六
世
代
後

に
浦
城
県
か
ら
さ
ら
に
崇
安
県
へ
と
移
住
し
た
楊
宗
興
は
「
崇
安

開
基
祖
」
と
さ
れ
た
。
宋
代
、
楊
宗
興
の
長
男
楊
孟
慶
は
崇
安
県

に
と
ど
ま
る
が
、
次
男
楊
仲
祥
は
建
陽
県
、
三
男
楊
季
瑞
は
甌
寧

県
へ
そ
れ
ぞ
れ
移
住
し
た
。
こ
う
し
て
楊
一
族
は
三
つ
の
系
統

（
崇
安
・
建
陽
・
甌
寧
）
に
分
か
れ
た
（
41
）
。
そ
の
う
ち
と
く
に
、
甌

寧
派
は
「
人
が
多
く
家
が
富
む
」
よ
う
に
な
り
、
楊
季
瑞
が
最
初

に
移
住
し
た
「
陳
�
」
は
そ
れ
ゆ
え
に
「
楊
�
」
へ
と
改
名
さ
れ

た
（
42
）。前

述
の
よ
う
に
、
楊
季
瑞
の
長
男
楊
緯
、
次
男
楊
緘
、
さ
ら
に

楊
緘
の
長
男
楊
臻
、
孫
楊
�
は
そ
れ
ぞ
れ
進
士
と
な
っ
た
。
と
く

に
刑
部
尚
書
に
な
っ
た
楊
�
は
退
官
後
に
故
郷
に
隠
居
し
、
そ
の

際
に
は
、
陳
源
中
横
嶺
頭
に
あ
る
複
数
の
土
地
を
購
入
し
、
そ
こ

か
ら
生
み
だ
さ
れ
る
小
作
料
を
蒸
嘗
（
祭
祀
財
産
）
に
充
て
た
。

ま
た
先
祖
の
墓
地
と
し
て
官
路
辺
山
を
購
入
し
て
そ
の
な
か
に
会

宗
祠
を
建
て
、
墓
地
を
管
理
す
る
住
み
込
み
専
従
祠
僧
を
雇
っ
た
。

さ
ら
に
楊
宗
興
の
埋
葬
地
の
白
狸
眠
処
に
改
修
を
施
し
た
う
え
、

楊
宗
興
の
功
績
や
善
行
を
顕
彰
す
る
た
め
の
牌
坊
建
設
を
申
請
す

史
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表
一
【
世
系
図
（
四
十
〜
六
十
六
世
代
）】

40秀（入
�
始
祖
）

41神
佑

42縉

43林
甫

44�

45志
操

46�

47頴

48喬

49郊

50承
恩

51守
庸

52本
立

53宗
啓

54�

55全

56宗
興

（
崇
安
開
基
祖
）

57孟
慶

仲
祥

58緯

季
瑞

（
楊
�
始
祖
）

59臻

60�

緘

61緝

62文
徳

63達
�

64伯
正

絃

紹
評

（
竜
津
始
祖
）
吾
老

達
孝

伯
祥

65栄

66恭

福
圭

伯
成

伯
安

富

襄（
譲
）

恵

錫

信

賜

貞

貴
芳

継

貴
通

＊
本
表
は
主
に
『
中
華
楊
氏
通
譜
（
古
代
巻
）』
一
七
四
〜
一
七
九
頁
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

↓

↓

↓

↓

↓

↓
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↓

↓

↓
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↓

↓
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↓

↓

↓

↓↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓
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る
と
、
楊
一
族
は
墳
墓
に
お
け
る
遠
祖
祭
祀
を
と
お
し
て
族
人
の

結
集
力
を
向
上
さ
せ
、
三
つ
の
分
派
を
一
つ
の
宗
族
組
織
に
統
合

す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
（
43
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
楊
�
が
宗
族
形
成
運
動
の
な
か
で
主
導
権
を

握
っ
た
必
然
的
な
結
果
と
し
て
、
ほ
か
の
分
派
は
相
対
的
に
弱
い

立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
宗
族
内
部
に
お
け
る
社
会
的

な
矛
盾
が
激
化
し
た
た
め
か
、
楊
�
の
叔
父
楊
詔
評
は
一
人
息
子

の
楊
吾
老
と
と
も
に
甌
寧
県
を
去
り
、
隣
接
す
る
建
安
県
竜
津
へ

と
移
っ
て
新
た
な
分
派
を
形
成
し
た
。
楊
吾
老
の
曾
孫
楊
達
�
は

こ
の
建
安
竜
津
派
に
属
し
て
い
る
（
44
）
。

お
よ
そ
七
〇
年
後
、
す
な
わ
ち
一
四
〇
〇
年
に
楊
達
�
の
孫
楊

栄
の
科
挙
合
格
を
契
機
と
し
て
何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
科
挙
合
格

者
や
任
官
経
験
者
を
輩
出
し
た
た
め
（
表
二
参
照
）、
こ
れ
ま
で

宗
族
内
部
に
お
い
て
ず
っ
と
弱
い
立
場
に
い
た
建
安
竜
津
派
は
一

表二 【明代における建安竜津派の科挙合格者】

第六五代

挙人

進士

第六七代

挙人

進士

挙人

進士

挙人

第六八代

挙人

進士

挙人

進士

挙人

挙人

第六九代

挙人

挙人

挙人

第七十代

挙人

第七一代

挙人

進士

挙人

進士

＊本表は嘉靖『建寧府志』巻一五、選挙、民国『建甌県志』巻一〇、
選挙、および『八�三楊匯譜（楊栄世家巻）』二、光輝世家、
（四）仕宦、に基づいて作成したものである。

洪武三十年（一三九七）

建文二年（一四〇〇）

天順三年（一四五九）

成化十一年（一四七五）

景泰四年（一四五三）

天順元年（一四五七）

天順三年（一四五九）

弘治八年（一四九五）

正徳三年（一五〇八）

成化十九年（一四八三）

弘治三年（一四九〇）

弘治十一年（一四九八）

成化十三年（一四七七）

弘治十一年（一四九八）

弘治十四年（一五〇一）

正徳十四年（一五一九）

嘉靖十九年（一五四〇）

？

嘉靖三十二年（一五五三）

？

嘉靖四十一年（一五六二）

楊栄

楊仕偉

楊仕�

楊仕�

楊易

楊旦

楊�

楊亘（初名楊晃）

楊崇

楊邁

楊京

楊肇

楊�

楊成名

史
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転
し
て
繁
栄
期
を
迎
え
た
。

２

楊
栄
の
試
み
�
宗
族
統
合

楊
�
を
中
心
と
し
た
甌
寧
派
は
宗
族
組
織
の
形
成
に
積
極
的
に

取
り
組
む
動
向
が
宋
元
期
に
お
い
て
見
ら
れ
た
が
、
明
代
に
入
る

と
、
今
度
は
楊
栄
を
中
心
と
し
た
建
安
竜
津
派
が
そ
れ
に
取
っ
て

代
わ
っ
て
宗
族
組
織
の
運
営
維
持
に
全
力
を
あ
げ
た
。

た
と
え
ば
永
楽
六
年
（
一
四
〇
八
）、
楊
栄
は
族
人
の
相
互
扶

助
に
用
い
る
共
有
財
産
を
設
置
し
（
45
）
、
翌
年
、
清
白
堂
と
い
う
祠
堂

を
創
設
し
た
（
46
）
。
ま
た
楊
栄
の
主
導
の
も
と
で
宣
徳
六
年
（
一
四
三

一
）、
分
散
し
て
い
た
諸
分
派
（
崇
安
派
・
建
陽
派
・
甌
寧
派
・

建
安
竜
津
派
）
を
包
括
し
た
統
合
族
譜
が
編
纂
さ
れ
た
（
47
）
。
さ
ら
に

正
統
四
年
（
一
四
三
九
）、
膨
大
な
費
用
を
か
け
て
「
崇
安
開
基

祖
」
と
さ
れ
る
楊
宗
興
の
墓
地
を
改
修
し
た
（
48
）
。
な
お
楊
栄
の
み
な

ら
ず
、
建
安
竜
津
派
に
属
す
る
ほ
か
の
族
人
に
も
宗
族
組
織
の
運

営
維
持
に
取
り
組
む
傾
向
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
楊
栄
の
次
男
楊

譲
は
宗
族
中
の
生
活
困
難
者
の
婚
嫁
・
喪
葬
に
用
い
る
田
産
を
自

ら
購
入
し
た
（
49
）
。

正
統
五
年
（
一
四
四
〇
）、
崇
安
派
に
属
す
る
族
人
楊
季
昶
か

ら
当
該
分
派
の
支
譜
の
序
文
執
筆
依
頼
を
受
け
た
楊
栄
は
、
そ
の

文
に
お
い
て
、「
一
族
を
挙
げ
て
福
建
に
入
っ
た
が
、
建
陽
に
住

む
者
、
建
安
に
住
む
者
、
浦
城
崇
安
に
住
む
者
、
浙
江
の
竜
泉
に

住
む
者
が
現
れ
た
。
盛
ん
だ
っ
た
楊
氏
は
つ
い
に
こ
ん
な
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
（
50
）
」
と
嘆
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
宗
族
組
織
の
維

持
・
強
化
に
積
極
的
に
関
与
し
た
楊
栄
の
最
大
目
的
は
仕
官
や
商

売
の
た
め
に
全
国
各
地
に
散
在
す
る
「
吾
建
（
建
安
）
甌
（
甌

寧
）
楊
族
」
の
結
集
力
の
向
上
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
51
）
。

以
上
の
よ
う
に
十
五
世
紀
以
降
、
科
挙
合
格
や
任
官
な
ど
を
契

機
と
し
、
楊
栄
は
族
内
指
導
者
と
し
て
諸
分
派
の
統
合
に
尽
力
し

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
族
内
で
の
指
導
権
を
確
保
し
よ

う
と
す
る
な
ら
ば
、
優
越
的
地
位
に
立
つ
正
当
性
に
つ
い
て
合
理

的
に
説
明
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
彼
の
用
い
た
説
明
論

理
が
風
水
説
話
だ
っ
た
。
既
存
の
白
狸
眠
処
説
話
は
楊
宗
興
の
埋

葬
地
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
有
効
範
囲
は

楊
宗
興
以
下
の
諸
分
派
に
ま
で
及
ん
で
し
ま
い
、
建
安
竜
津
派
だ

け
が
栄
え
る
理
由
を
説
明
す
る
に
は
い
さ
さ
か
説
得
力
を
欠
い
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
と
性
質
を
異
に
す
る
別
の
風
水
説
話
を
作
成
す

る
必
要
が
生
じ
た
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
万
木
山
説
話
と
白
鶴
山
説

話
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。

３

な
ぜ
風
水
説
な
の
か

万
木
林
説
話
と
白
鶴
山
説
話
は
楊
栄
の
科
挙
合
格
や
そ
の
後
の

明
代
福
建
の
宗
族
と
風
水
林

七
九
（
七
九
）



出
世
、
建
安
竜
津
派
の
繁
栄
の
理
由
を
説
明
す
る
た
め
に
作
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。
相
手
に
わ
か
り
や
す
く
理
解
さ
せ
る
た
め
に
は
、

当
該
地
域
で
幅
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
説
明
論
理
を
用
い
る
の
が

便
利
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
風
水
思
想
で
あ
る
。

明
代
福
建
の
風
水
書
『
地
理
独
啓
玄
関
（
52
）
』
に
は
、
徳
を
積
ん
だ

人
間
に
そ
の
報
い
と
し
て
天
が
吉
地
を
与
え
る
と
い
っ
た
教
示
が

数
多
く
あ
る
（
53
）
。
ま
た
「
先
師
は
禿
山
に
埋
葬
し
て
は
な
ら
な
い
と

い
っ
た
。
そ
れ
は
生
育
す
る
生
気
が
な
い
か
ら
で
あ
る
（
54
）
」
と
い
う

よ
う
に
、
吉
地
と
は
具
体
的
に
は
、
草
木
の
繁
茂
し
て
い
る
よ
う

な
自
然
が
豊
か
な
土
地
を
指
す
。
そ
れ
は
つ
ま
り
生
気
（
生
き
生

き
と
し
た
気
）
に
恵
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

『
地
理
独
啓
玄
関
』
に
お
け
る
「
徳
積
み
」
と
「
草
木
の
繁
茂
」

の
言
説
は
明
代
の
福
建
地
域
に
あ
る
程
度
馴
染
み
の
あ
る
も
の
で

あ
り
、
楊
栄
自
身
も
こ
う
し
た
風
水
観
念
を
念
頭
に
置
い
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
楊
栄
は
か
つ
て
自
身
の
風
水
認
識
に
つ

い
て
「
徳
が
あ
れ
ば
、
知
ら
れ
る
こ
と
や
報
い
ら
れ
る
こ
と
を
求

め
な
く
て
も
、
天
の
報
い
に
は
背
く
こ
と
は
で
き
な
い
（
55
）
」
と
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
徳
行
を
積
ん
だ
者
は
天
の
報
い
を
必
ず
受
け
る

も
の
と
信
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
「
草
木
は
ち
っ
ぽ
け

な
も
の
だ
が
、
そ
の
繁
茂
は
人
の
繁
栄
を
占
う
に
足
る
（
56
）
」
と
の
発

言
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
草
木
の
繁
茂
に
対
応
す
る
人
間

界
の
繁
栄
を
も
信
じ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
楊
栄
は
明
代
福
建
の
風
水
書
に
よ
く
見
ら
れ

る
「
積
徳
」
と
「
草
木
の
繁
茂
」
と
の
二
大
要
素
を
活
用
し
、
物

語
言
説
の
側
面
に
お
い
て
祖
父
楊
達
�
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
万

木
林
を
、
一
般
の
樹
林
か
ら
風
水
林
へ
と
人
為
的
に
転
換
さ
せ
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

楊
一
族
は
人
口
増
や
移
住
地
の
開
発
に
伴
い
宋
代
以
降
に
お
い

て
四
つ
の
派
（
崇
安
派
・
建
陽
派
・
甌
寧
派
・
建
安
竜
津
派
）
に

分
か
れ
た
。
ま
た
、
科
挙
合
格
者
の
分
布
が
一
部
の
派
に
偏
っ
て

い
た
た
め
、
い
わ
ゆ
る
「
非
対
称
的
な
分
節
化
（
57
）
」
の
現
象
が
起
こ

っ
た
。

と
こ
ろ
が
宗
族
に
は
内
部
分
化
が
一
方
的
に
進
行
す
る
の
で
は

な
く
分
裂
し
て
い
た
諸
派
を
人
為
的
に
統
合
し
よ
う
と
す
る
動
向

も
あ
っ
た
と
い
う
（
58
）
。
楊
一
族
に
も
こ
う
し
た
動
向
が
見
ら
れ
た
。

十
五
世
紀
以
降
、
楊
栄
は
族
内
有
力
者
と
し
て
四
つ
に
分
岐
し
た

派
の
統
一
を
は
か
っ
た
。
た
だ
族
内
で
の
指
導
権
を
確
保
す
る
た

め
に
は
、
科
挙
合
格
に
由
来
す
る
自
分
自
身
の
優
位
性
を
族
人
に

再
認
識
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。

楊
栄
は
す
で
に
あ
る
事
実
（
科
挙
に
合
格
し
官
途
も
順
調
）
に
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対
し
自
己
解
釈
を
つ
う
じ
て
さ
ら
に
権
威
づ
け
す
る
論
理
と
し
て
、

当
時
の
福
建
地
域
で
流
行
し
て
い
た
風
水
思
想
を
活
用
し
た
。
す

な
わ
ち
自
ら
作
成
し
た
風
水
説
話
の
な
か
で
祖
父
の
徳
行
を
唱
え
、

楊
達
�
が
生
前
に
設
置
し
た
万
木
林
お
よ
び
死
後
に
埋
葬
さ
れ
た

白
鶴
山
を
風
水
的
に
優
れ
た
土
地
へ
転
換
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
換

言
す
れ
ば
、
万
木
林
と
白
鶴
山
は
い
ず
れ
も
人
為
的
に
創
造
さ
れ

た
吉
地
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
万
木
林
説
話
の
制
定
過
程
に
つ
い
て
の
考
察
を

と
お
し
て
み
れ
ば
、
楊
栄
に
と
っ
て
の
万
木
林
は
自
分
自
身
の
科

挙
合
格
を
も
た
ら
す
神
秘
的
な
力
を
有
し
た
風
水
林
的
な
存
在
の

み
な
ら
ず
、
福
建
各
地
に
散
ら
ば
る
族
人
の
結
集
力
を
向
上
さ
せ
、

個
々
の
分
派
を
縦
の
組
織
に
統
合
す
る
過
程
に
あ
っ
て
特
定
の
派

の
優
位
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
欠
か
せ
な
い
象
徴
物
の
一
つ
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
す
れ
ば
、
楊
栄
を
は
じ
め
と
す
る
楊

一
族
の
行
動
は
一
見
「
風
水
林
」
を
保
全
す
る
た
め
の
よ
う
に
見

え
て
、
実
は
そ
の
行
動
の
内
部
に
そ
れ
以
外
の
目
的
を
含
ん
だ
も

の
が
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
上
述
の
動
向
は
清
代
以
降
に
変
化
が
あ
っ
た
か
否

か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
お
そ
ら
く
道
光
年
間
に
編
纂
さ
れ
た
『
東

楊
宗
譜
』
の
検
討
を
と
お
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
ろ
う
。

註（
１
）
上
田
信
「
山
林
お
よ
び
宗
族
と
郷
約
―
華
中
山
間
部
の
事
例
か

ら
―
」（
木
村
靖
二
・
上
田
信
編
『
人
と
人
の
地
域
史
』
山
川
出
版

社
、
一
九
九
七
年
）
一
〇
四
頁
、
同
『
森
と
緑
の
中
国
史
│
│
エ

コ
ロ
ジ
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
試
み
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九

年
）
二
〇
一
頁
。

（
２
）
デ
・
ホ
ロ
ー
ト
著
、
牧
尾
良
海
訳
『
中
国
の
風
水
思
想
│
│
古

代
地
相
術
の
バ
ラ
ー
ド
│
│
』（
第
一
書
房
、
一
九
八
六
年
）
一
四

頁
お
よ
び
二
一
頁
。

（
３
）
た
と
え
ば
「
風
水
と
山
林
の
保
全
」
に
つ
い
て
上
田
信
が
取
り

上
げ
た
四
つ
の
事
例
は
建
甌
県
、
清
流
県
、
沙
県
、
政
和
県
と
全

部
福
建
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
（
上
田
信
『
ト
ラ
が
語
る
中
国

史
�
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
可
能
性
』
山
川
出
版
社
、

二
〇
〇
二
年
、
一
四
〇
〜
一
四
四
頁
）、
福
建
地
域
に
お
け
る
風
水

林
の
保
全
現
象
は
顕
著
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
４
）
牧
野
巽
は
宗
族
組
織
を
重
視
す
る
傾
向
に
つ
い
て
「
南
支
那
の

広
東
・
福
建
等
に
こ
の
傾
向
が
最
も
強
く
、
そ
れ
か
ら
北
へ
行
く

に
随
っ
て
宗
族
の
結
合
は
弱
く
」
な
る
と
述
べ
て
い
る
（
牧
野
巽

著
、
市
古
宙
三
・
内
藤
莞
爾
・
中
野
卓
編
『
牧
野
巽
著
作
集
』
第

二
巻

中
国
家
族
研
究
（
下
）、
御
茶
ノ
水
書
房
、
一
九
八
〇
年
、

一
二
一
頁
）。

（
５
）
瀬
川
昌
久
「
香
港
新
界
に
お
け
る
宗
族
の
発
展
と
墓
地
風
水
」

（『
国
立
民
族
学
博
物
館
研
究
報
告
』
一
七
巻
二
号
、
一
九
九
二

年
）
三
〇
七
頁
。

（
６
）
た
と
え
ば
森
正
夫
の
実
地
調
査
に
よ
れ
ば
、
寧
化
県
河
竜
郷
明

珠
村
の
後
竜
山
は
風
水
林
で
あ
り
な
が
ら
族
有
林
と
し
て
の
性
格

明
代
福
建
の
宗
族
と
風
水
林

八
一
（
八
一
）



を
も
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
（
森
正
夫
「
地
域
社
会
与
森

林
�
伝
統
与
現
在
」『
人
文
研
究
期
刊
』
二
〇
一
一
年
九
期
）。

（
７
）
た
と
え
ば
渡
辺
欣
雄
『
風
水
の
社
会
人
類
学
│
│
中
国
と
そ
の

周
辺
比
較
』（
風
響
社
、
二
〇
〇
一
年
）
第
六
章
、
中
国
の
墓
地
風

水
や
上
田
信
『
風
水
と
い
う
名
の
環
境
学
―
気
の
流
れ
る
大
地

―
』（
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
８
）
中
国
語
圏
の
研
究
で
は
代
表
的
な
も
の
と
し
て
関
伝
友
の
一
連

の
論
考
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
た
と
え
ば
関
伝
友
「
古
代
風
水
林

探
析
」（『
農
業
考
古
』
二
〇
〇
二
年
三
期
）、
同
「
古
代
風
水
林
与

緑
化
思
想
」（『
尋
根
』
二
〇
〇
二
年
四
期
）、
同
「
風
水
意
識
対
古

代
植
樹
護
林
的
影
響
」（『
皖
西
学
院
学
報
』
二
〇
〇
二
年
一
期
）、

同
「
論
明
清
時
期
宗
譜
家
法
植
樹
護
林
的
行
為
」（『
歴
史
地
理
論

叢
』
二
〇
〇
二
年
四
期
）、
同
「
徽
州
地
区
的
風
水
林
」（『
尋
根
』

二
〇
一
一
年
二
期
）、
同
『
風
水
景
観
│
│
風
水
林
的
文
化
読
解
』

（
南
京
、
東
南
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）。
ま
た
日
本
の
研
究

で
は
「
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
の
視
点
か
ら
こ
の
問
題

に
接
近
す
る
も
の
に
上
田
前
掲
『
森
と
緑
の
中
国
史
』
一
九
七

〜
二
〇
一
頁
、
上
田
前
掲
『
ト
ラ
が
語
る
中
国
史
』
一
四
〇
〜
一

四
四
頁
が
あ
る
。
な
お
森
前
掲
「
地
域
社
会
与
森
林
」
は
福
建
省

を
事
例
と
し
、
地
域
住
民
が
行
う
山
林
の
保
全
管
理
に
つ
い
て
考

察
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
９
）
魏
郁
欣
「
清
代
福
建
の
宗
族
と
墳
樹
�
福
州
郭
氏
を
具
体
例
と

し
て
」（『
東
洋
学
報
』
九
七
巻
一
号
、
二
〇
一
五
年
）、
同
「
清
代

の
墳
樹
紛
争
に
見
る
福
建
宗
族
の
資
源
獲
得
戦
略
│
│
清
流
安
豊

羅
氏
を
例
と
し
て
│
│
」『
東
方
学
』
一
三
四
輯
、
二
〇
一
七
年
、

刊
行
予
定
。

（
１０
）
『
楊
族
之
譜
』
は
楊
継
震
修
、
民
国
五
十
一
年
（
一
九
六
二
）

油
印
本
、
建
甌
市
図
書
館
所
蔵
。『
八
�
三
楊
匯
譜
（
楊
栄
世
家

卷
）』
は
楊
青
編
、
香
港
、
国
際
炎
黄
文
化
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
。

『
中
華
楊
氏
通
譜
（
古
代
卷
）』
は
楊
青
編
、
福
州
、
線
装
書
局
、

二
〇
〇
七
年
。
な
お
、
一
九
九
〇
年
代
に
成
立
し
た
建
甌
市
楊
栄

研
究
会
の
編
集
に
よ
る
『
楊
栄
研
究
文
集
』（
建
甌
、
同
研
究
会
自

費
出
版
、
一
九
九
九
年
）
で
は
、
道
光
七
年
（
一
八
二
七
）
に
編

纂
さ
れ
た
『
東
楊
宗
譜
』
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
り
（
江
明
星

「
一
脈
相
承
炎
黄
後
│
│
�
村
『
東
楊
宗
譜
』
簡
介
│
│
」）、
筆
者

は
そ
れ
を
ま
だ
見
る
機
会
が
な
い
。

（
１１
）
『
楊
文
敏
公
集
』
巻
二
二
、
楊
栄
著
、
正
�
十
年
（
一
五
一

五
）
建
安
楊
氏
重
刊
本
、
台
湾
国
家
図
書
館
所
蔵
（
洋
装
本
�
台

北
、
文
海
出
版
社
、
一
九
七
〇
年
）。

（
１２
）
建
甌
県
地
方
志
編
纂
委
員
会
編
『
建
甌
県
志
』（
北
京
、
中
華

書
局
、
一
九
九
四
年
）
第
五
篇
、
林
業
、
第
六
章
、
万
木
林
自
然

保
護
区
。

（
１３
）
民
国
『
建
甌
県
志
』
巻
四
、
山
川
、
大
富
山
「
元
季
楊
達
�
出

資
種
樹
」。

（
１４
）
嘉
靖
『
建
寧
府
志
』
巻
一
八
、
人
物
、
高
行
、
楊
達
�
「
宗
族

之
貧
者
、
病
者
、
喪
不
能
挙
、
孤
而
不
能
成
婚
嫁
者
、
咸
周
之
。

郷
党
亦
然
」。

（
１５
）
嘉
靖
『
建
寧
府
志
』
巻
三
、
山
川
、
大
富
山
「
惟
学
校
・
祠

廟
・
橋
梁
及
貧
民
養
生
送
死
之
需
、
用
之
」。

（
１６
）
阮
徳
柔
（
？
）、
字
は
伯
剛
、
福
建
寧
徳
の
人
。
元
末
に
建
寧

路
総
管
を
務
め
た
が
、
そ
の
後
、
明
朝
に
降
伏
し
た
（『
�
書
』
巻

一
二
三
）。

史

学

第
八
七
巻

第
一
・
二
号

八
二
（
八
二
）



（
１７
）
『
八
�
三
楊
匯
譜
（
楊
栄
世
家
巻
）』
四
、
顕
�
傳
略
、
達
�
公

行
実
「
郡
守
阮
徳
柔
因
作
万
木
図
美
之
」。
な
お
、
元
至
元
十
六
年

（
一
二
七
九
）
に
建
寧
路
が
置
か
れ
、
七
県
、
す
な
わ
ち
建
安
、
甌

寧
、
浦
城
、
建
陽
、
崇
安
、
松
渓
、
政
和
を
管
轄
し
た
が
、
明
洪

武
元
年
（
一
三
六
八
）
に
は
建
寧
府
が
設
置
さ
れ
た
。
明
清
時
代

に
は
知
府
の
別
称
と
し
て
し
ば
し
ば
郡
守
が
用
い
ら
れ
た
。
し
た

が
っ
て
明
の
時
代
に
生
ま
れ
た
楊
栄
が
こ
こ
で
い
う
「
郡
守
」
と

は
、
お
そ
ら
く
建
寧
路
総
管
の
こ
と
を
指
す
で
あ
ろ
う
か
。

（
１８
）
『
楊
文
敏
文
集
』
巻
一
六
、
事
実
、
所
収
。

（
１９
）
胡
広
（
一
三
七
〇
〜
一
四
一
八
）、
字
は
光
大
、
号
は
晃
菴
、

江
西
吉
水
の
人
。
建
文
二
年
（
一
四
〇
〇
）
の
進
士
。
最
初
は
翰

林
院
編
修
に
任
命
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
翰
林
院
侍
講
や
翰
林
院

学
士
、
文
淵
閣
大
学
士
な
ど
を
歴
任
し
た
。
著
作
に
『
胡
文
穆
雑

著
』
が
あ
る
（『
明
史
』
巻
一
四
七
、
列
伝
三
五
）。

（
２０
）
嘉
靖
『
建
寧
府
志
』
巻
三
、
山
川
、
大
富
山
、
所
収
。

（
２１
）
楊
士
奇
（
一
三
六
五
〜
一
四
四
四
）、
名
は
寓
、
号
は
東
里
、

江
西
泰
和
の
人
。
王
叔
英
の
推
薦
に
よ
っ
て
建
文
元
年
（
一
三
九

九
）
に
翰
林
院
に
入
り
、『
明
太
祖
実
録
』
の
編
纂
に
従
事
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
永
楽
帝
の
即
位
後
、
内
閣
に
入
り
、
永
楽
・
洪

熙
・
宣
徳
・
正
統
の
四
朝
に
わ
た
っ
て
政
務
に
参
与
し
た
。
著
作

に
『
三
朝
聖
諭
録
』、『
奏
対
録
』、『
歴
代
名
臣
奏
議
』、『
東
里
文

集
』
な
ど
が
あ
る
（『
明
史
』
巻
一
四
八
、
列
伝
三
六
）。

（
２２
）
『
東
里
文
集
』
巻
四
、
所
収
。

（
２３
）
王
�
（
一
三
六
二
〜
一
四
一
六
）、
字
は
孟
端
、
号
は
友
石
生
、

九
竜
山
人
、
江
蘇
無
錫
の
人
。
洪
武
二
十
一
年
（
一
三
八
八
）
の

進
士
。
永
楽
年
間
、
文
淵
閣
に
入
っ
た
が
、
そ
の
後
、
中
書
舎
人

に
ま
で
昇
っ
た
。
詩
文
や
書
画
に
優
れ
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。

著
作
に
『
王
舎
人
詩
集
』
が
あ
る
（『
明
史
』
巻
二
八
六
、
列
伝
一

七
四
）。

（
２４
）
『
王
舎
人
詩
集
』
巻
二
、
所
収
。

（
２５
）
金
幼
孜
（
一
三
六
八
〜
一
四
三
一
）、
名
は
善
、
号
は
退
闇
、

江
西
新
淦
の
人
。
建
文
二
年
（
一
四
〇
〇
）
の
進
士
。
最
初
は
戸

科
給
事
中
を
授
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
、
文
淵
閣
大
学
士
や
翰
林

学
士
、
禮
部
尚
書
、
武
英
殿
大
学
士
、
太
子
太
保
な
ど
を
歴
任
し

た
。
著
作
に
『
前
後
北
征
録
』、『
金
文
靖
集
』
が
あ
る
（『
明
史
』

巻
一
四
七
、
列
伝
三
五
）。

（
２６
）
『
金
文
靖
集
』
巻
八
、
所
収
。

（
２７
）
『
楊
文
敏
文
集
』
巻
一
六
、
事
実
、
万
木
図
事
実
「
昔
先
大
父

達
�
公
、
天
性
純
孝
、
楽
善
好
義
。
凡
先
世
墳
墓
所
在
、
必
令
子

孫
分
居
、
以
供
祭
祀
。
竜
津
大
富
山
者
、
先
塋
所
在
。
公
居
其
旁
。

山
延
袤
数
十
里
、
其
下
沃
壤
。
毎
歳
東
作
、
公
率
子
弟
躬
耕
、
以

備
粢
盛
。
旦
暮
服
勤
不
懈
、
�
歛
穫
比
它
壤
倍
。
登
常
祀
外
、
以

其
贏
貯
之
。
復
置
機
舂
二
、
賃
者
随
意
出
直
。
積
数
年
、
廩
	
充

�
。
値
歳
大
歉
、
郷
人
乏
食
。
公
欲
発
廩
賑
之
、
恐
為
人
所
忌
、

乃
託
言
其
山
将
募
人
種
樹
、
有
能
植
杉
木
一
株
、
自
償
粟
一
十
。

於
是
貧
者
畢
至
、
至
則
飯
之
、
給
粟
而
去
、
亦
不
録
其
姓
名
。
粟

既
尽
、
公
乃
閉
関
昼
寝
。
忽
夢
老
人
素
衣
策
杖
、
自
山
而
來
曰
、

汝
所
種
樹
成
矣
。
盍
往
観
之
。
公
異
其
夢
、
然
亦
不
以
為
意
。
逾

数
載
、
山
木
茂
盛
、
望
之
蔚
然
、
陰
翳
扶
踈
、
井
然
布
列
。
公
乃

追
感
前
夢
、
慨
然
歎
曰
、
此
雖
昼
夜
之
所
息
、
雨
露
之
所
濡
、
未

必
遽
能
均
斉
也
、
豈
山
之
神
霊
有
助
於
我
耶
。
因
戒
子
弟
曰
、
吾

初
非
有
意
種
樹
、
特
托
此
以
済
貧
耳
。
其
種
与
否
、
亦
未
嘗
較
。

明
代
福
建
の
宗
族
と
風
水
林

八
三
（
八
三
）



今
暢
茂
若
此
、
殆
非
偶
然
。
汝
等
当
遵
吾
言
、
此
山
之
木
、
誓
不

售
人
。
惟
作
橋
梁
・
学
舍
・
寺
観
・
神
祠
。
及
貧
無
室
廬
、
死
無

棺
槨
者
、
則
与
之
。
有
不
如
吾
言
者
、
非
賢
子
孫
」。

（
２８
）
『
楊
文
敏
文
集
』
巻
一
六
、
事
実
、
万
木
図
事
実
「
数
年
以
來
、

旧
木
殆
尽
、
而
萌
蘖
之
生
、
又
復
繁
密
。
発
栄
滋
長
、
蓋
不
可
数

計
。
人
咸
謂
、
公
有
活
人
之
徳
、
故
斯
木
生
意
沛
然
。
而
公
之
子

孫
繁
衍
、
寔
克
似
之
。
是
皆
公
遺
沢
所
及
」。

（
２９
）
『
金
文
靖
集
』
巻
八
「
公
没
後
二
十
余
年
、
山
木
之
萌
蘖
者
、

至
是
復
発
栄
滋
長
、
沛
然
若
前
日
之
暢
茂
、
而
不
可
禦
。
人
咸
以

為
公
徳
善
積
久
之
応
。
其
見
於
生
物
之
盛
者
、
豈
徒
然
而
已
哉
。

蓋
将
以
為
公
子
孫
蕃
衍
盛
大
之
徴
耳
」。

（
３０
）
嘉
靖
『
建
寧
府
志
』
巻
三
、
山
川
、
大
富
山
「
人
謂
、
達
�
有

及
人
之
徳
、
故
山
木
勃
郁
、
有
以
見
其
遺
沢
之
遠
」。

（
３１
）
『
明
史
』
巻
一
四
八
、
列
伝
三
六
、
楊
栄
。

（
３２
）
『
楊
文
敏
文
集
』
巻
一
六
、
事
実
、
万
木
図
事
実
「
実
我
祖
宗

積
徳
深
厚
、
所
以
致
此
」。

（
３３
）
『
楊
文
敏
公
集
』
巻
九
、
記
、
白
鶴
山
房
記
「
栄
家
建
寧
去
城

東
二
里
有
山
。
高
壮
雄
偉
、
其
勢
昂
然
、
望
之
若
鶴
。
…
…
蓋
隠

然
一
善
地
也
、
人
多
求
葬
而
不
可
得
。
栄
先
大
父
存
日
、
種
徳
積

善
、
孝
行
純
至
、
既
�
而
	


未
卜
。
方
是
時
、
真
如
寺
僧
無
涯

将
有
所
営
建
、
而
乏
材
。
乃
邀
郷
先
生
蘇
公
明
遠
踵
門
求
施
。
先

伯
父
彦
禎
即
集
兄
弟
、
予
以
竜
津
之
木
三
万
株
、
兼
資
以
運
輸
之

費
。
僧
大
感
悦
、
其
後
知
先
大
父
未
葬
、
遂
挙
其
地
以
奉
、
且
曰
、

此
嘗
有
人
酬
以
重
価
、
而
吾
弗
之
許
。
誠
有
所
待
者
、
願
以
是
為

報
。
於
是
筮
之
而
吉
、
遂
奉
柩
蔵
焉
。
…
…
栄
游
郡
庠
時
、
嘗
率

群
季
読
書
其
中
。
自
後
忝
科
第
、
列
職
詞
林
、

承
眷
遇
、
光
寵

極
矣
。
是
皆
先
人
遺
沢
所
庇
、
故
能
獲
此
」。

（
３４
）
『
楊
族
之
譜
』
不
分
巻
、
五
十
六
代
、
宗
興
公
「
殆
公
八
十
有

五
而
卒
。
兄
弟
議
載
父
乗
舟
尋
葬
。
当
至
甌
邑
豊
楽
里
停
舟
、
溪

西
之
傍
偶
有
術
士
。
近
詢
、
舟
肯
渡
否
。
斉
允
載
過
。
越
日
又
至
。

如
是
者
三
、
並
無
慍
色
。
術
曰
、
無
可
以
酬
、
汝
有
父
骸
未
葬
、

道
吉
地
、
以
報
三
渡
之
恩
。
遂
指
其
山
曰
、
此
山
発
自
武
夷
、
清

気
如
梁
。
其
水
流
由
崇
邑
、
潮
声
若
雷
。
形
乃
雌
雄
、
竜
会
穴
有

白
狸
端
眠
、
坐
乙
向
辛
、
案
朝
筆
架
。
前
文
峯
、
後
三
台
。
算
来

正
恰
安
葬
吉
日
。
汝
今
夜
急
尋
眠
処
、
扶
柩
安
葬
、
自
然
子
孫
発

�
。
言
畢
、
竟
往
。
欲
留
不
得
。
兄
弟
遵
言
、
是
夕
、
扶
柩
登
山
、

尋
至
五
更
、
風
寒
侵
人
、
衆
声
霹
靂
、
狸
即
驚
起
、
三
伸
三
跳
而

去
。
忙
將
父
骸
葬
眠
処
、
回
舟
。
乃
是
宋
真
宗
祥
符
辛
亥
四
年
十

月
望
越
六
日
。
術
士
復
至
問
、
有
白
狸
端
眠
否
。
答
曰
、
果
有
之
。

被
衆
声
霹
、
狸
驚
起
三
伸
三
跳
、
悠
然
而
逝
。
術
賀
曰
、
三
伸
三

跳
、
当
蔭
三
朝
高
官
、
富
貴
綿
遠
矣
。
請
術
回
家
致
謝
、
叩
其
名

号
以
酬
。
術
曰
、
汝
祖
累
世
積
徳
、
今
得
福
地
、
豈
偶
然
哉
。
何

敢
望
報
。
言
畢
、
堅
辞
而
去
。
兄
弟
欲
留
不
得
、
曰
、
子
莫
非
仙

乎
。
然
後
反
舟
回
家
」。

（
３５
）
『
八
�
三
楊
匯
譜
（
楊
栄
世
家
巻
）』
二
、
光
輝
世
家
、（
四
）

仕
宦
、
お
よ
び
『
中
華
楊
氏
通
譜
（
古
代
巻
）』
一
七
四
、
一
七
五

頁
。

（
３６
）
『
重
刊
人
子
須
知
資
孝
地
理
心
学
統
宗
』
卷
六
之
上
、
水
法
、

建
安
楊
文
敏
公
�
地
「
上
地
在
甌
寧
県
之
豊
楽
里
、
地
名
白
狸
窩
。

因
異
人
指
白
狸
臥
処
是
穴
、
今
土
人
遂
呼
地
名
白
狸
窩
。
…
…
真

大
貴
之
地
也
」。

（
３７
）
江
西
徳
興
出
身
の
徐
善
継
と
徐
善
述
と
い
う
兄
弟
は
有
名
な
人

史
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物
を
輩
出
し
た
名
族
の
祖
墓
を
実
地
調
査
し
た
う
え
、
そ
れ
に
関

連
す
る
墓
地
風
水
に
つ
い
て
具
体
的
な
説
明
を
行
い
、『
地
理
人
子

須
知
』
と
い
う
風
水
書
を
嘉
靖
四
十
五
年
（
一
五
六
六
）
に
刊
行

し
た
。
風
水
の
多
く
の
流
派
を
総
合
し
よ
う
と
す
る
本
書
の
編
纂

方
針
は
後
世
の
風
水
書
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
（
三
浦

國
雄
『
風
水
講
義
』
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
六
年
、
三
六
〜
四
〇
頁

参
照
）。

（
３８
）
『
重
刊
人
子
須
知
資
孝
地
理
心
学
統
宗
』
巻
六
之
上
、
水
法
、

建
安
楊
文
敏
公
�
地
「
葬
後
三
百
年
始
出
文
敏
公
栄
拝
相
、
曾
孫

旦
吏
部
尚
書
、
科
甲
蝉
聯
、
登
仕
籍
者
数
十
人
。
至
今
栄
盛
未
艾
」。

（
３９
）
嘉
靖
『
建
寧
府
志
』
巻
二
一
、
雑
記
「
楊
万
大
、
崇
安
人
、
好

恬
静
、
結
茅
武
夷
、
漁
樵
山
水
間
。
夜
則
懸
灯
独
坐
、
弦
琴
咏
詩

以
自
娯
。
山
下
有
津
渡
。
一
夕
有
道
士
黄
冠
玄
服
。
貌
甚
偉
。
往

武
夷
宮
、
瞑
不
得
済
、
扣
門
止
宿
。
自
後
数
往
来
、
万
大
礼
之
。

久
而
益
勤
。
一
日
復
来
謂
曰
、
吾
非
世
人
也
。
今
当
帰
洞
天
、
特

来
別
汝
。
吾
観
汝
所
為
甚
善
、
天
必
有
以
報
之
。
汝
老
矣
、
其
在

後
人
乎
。
命
舟
欲
与
偕
去
。
万
大
始
異
之
、
既
而
戚
然
告
曰
、
吾

二
親
喪
、
未
卜
	


。
豈
可
去
。
道
士
曰
、
待
汝
襄
大
事
、
与
汝

偕
往
、
未
晩
。
因
与
共
舟
、
至
甌
寧
豊
楽
里
、
指
示
溪
湾
秀
峯
下

曰
、
汝
于
某
年
月
日
奉
父
母
柩
于
此
。
俟
有
白
狸
眠
処
、
即
葬
所

也
。
白
狸
起
、
即
葬
時
也
。
万
大
俟
期
、
奉
柩
至
山
中
、
果
見
白

狸
、
如
所
言
葬
之
。
不
逾
年
、
而
他
処
子
孫
聞
其
地
饒
衍
、
多
来

居
之
。
因
名
其
地
曰
楊
�
、
墓
曰
白
狸
。
時
年
已
九
十
有
七
。
嘗

昼
寝
夢
前
道
士
来
迎
曰
、
汝
今
家
事
畢
、
当
与
倶
去
。
覚
即
沐
浴

更
衣
、
端
坐
而
逝
。
今
太
師
文
敏
公
栄
、
万
大
之
後
也
」。
な
お
、

崇
�
『
武
夷
山
志
』
巻
五
、
存
疑
、
楊
万
大
お
よ
び
『
武
夷
山
紀

要
』
不
分
巻
、
靈
異
紀
、
楊
万
大
に
も
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
も
の
が

あ
る
。

（
４０
）
江
明
星
「
楊
�
白
狸


楊
栄
祖
墓
考
」
附
件
二
、
太
師
公
在
京

伝
帖
「
本
族
有
墳
一
所
、
坐
落
甌
寧
豊
楽
楊
�
、
建
造
牌
坊
。
係

祖
遇
仙
指
示
白
狸
眠
処
葬
祖
宗
興
公
墓
穴
」（
前
掲
『
楊
栄
研
究
文

集
』
六
五
〜
六
六
頁
）。

（
４１
）
『
中
華
楊
氏
通
譜
（
古
代
巻
）』
一
七
四
頁
。

（
４２
）
『
楊
族
之
譜
』
不
分
巻
、
五
十
七
代
、
季
瑞
公
「
後
丁
殷
家
富
、

改
曰
楊
�
」。

（
４３
）
『
楊
族
之
譜
』
不
分
巻
、
六
十
代
、
�
公
。
な
お
、
明
清
時
代

の
宗
族
組
織
は
族
譜
の
編
纂
や
祠
堂
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
、
族
産

の
設
置
な
ど
を
特
徴
と
し
て
い
る
が
、「
実
の
と
こ
ろ
、
宋
元
時
代

に
は
こ
う
し
た
『
三
点
セ
ッ
ト
』
を
完
備
し
た
宗
族
は
む
し
ろ
例

外
的
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
宋
元
型
宗
族
の
特
徴
は

「
墳
墓
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
」
に
あ
り
、
と
く
に
一
族
の
歴
史
に
お

い
て
重
要
な
先
祖
を
選
択
し
て
墳
墓
に
お
け
る
遠
祖
祭
祀
を
と
お

し
て
宗
族
統
合
を
は
か
る
こ
と
が
わ
か
る
（
中
島
楽
章
「
元
朝
統

治
と
宗
族
形
成
│
│
東
南
山
間
部
の
墳
墓
問
題
を
め
ぐ
っ
て
」
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
）。

（
４４
）
『
中
華
楊
氏
通
譜
（
古
代
巻
）』
一
七
五
頁
。

（
４５
）
『
楊
文
敏
公
集
』
付
録
、
明
太
師
楊
栄
行
実
「
族
人
有
喪
不
能

挙
者
、
悉
為
葬
之
。
孤
弱
不
能
自
存
者
、
悉
収
養
嫁
娶
之
。
有
因

産
業
致
争
者
、
割
己
業
�
之
」。

（
４６
）
『
楊
文
敏
公
集
』
付
録
、
明
太
師
楊
栄
行
実
「
創
祠
堂
二
十
余

楹
、
構
所
居
之
堂
、
扁
曰
清
白
」。

明
代
福
建
の
宗
族
と
風
水
林

八
五
（
八
五
）



（
４７
）
『
楊
族
之
譜
』
不
分
巻
、
明
太
師
楊
栄
原
序
。

（
４８
）
前
掲
『
楊
栄
研
究
文
集
』
六
五
〜
六
六
頁
。

（
４９
）
民
国
『
建
甌
県
志
』
巻
二
七
、
孝
友
、
楊
譲
「
又
購
田
二
頃
、

以
給
族
里
嫁
娶
喪
葬
不
能
為
礼
者
」。

（
５０
）
『
崇
安
楊
氏
族
譜
』
序
五
「
其
嗣
挙
族
入
�
、
有
居
建
陽
者
、

有
居
建
安
者
、
有
居
浦
城
崇
安
者
、
有
居
浙
江
竜
泉
者
。
楊
氏
之

盛
竟
若
此
也
、
嗚
呼
」。

（
５１
）
『
楊
族
之
譜
』
不
分
巻
、
明
太
師
楊
栄
原
序
。

（
５２
）
上
田
信
は
福
建
省
で
出
版
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、『
地
理
独
啓
玄

関
』
を
、「
地
域
と
時
代
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
」
明
代
福
建
の

典
型
的
な
風
水
書
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
（
上
田
前
掲
『
風
水
と

い
う
名
の
環
境
学
』
二
一
頁
）。

（
５３
）
た
と
え
ば
「
公
位
論
」（
巻
三
）
や
「
択
師
説
」（
巻
四
）、「
審

主
徳
」（
巻
四
）、「
積
徳
不
積
徳
之
証
」（
巻
四
）
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
る
。

（
５４
）
『
地
理
独
啓
玄
関
』
巻
二
、
童
山
辯
疑
「
先
師
云
童
山
不
可
葬

者
、
以
其
無
生
育
之
機
也
」。

（
５５
）
『
楊
文
敏
公
集
』
巻
一
五
、
書
江
氏
陰
徳
巻
後
「
人
有
是
徳
者
、

雖
不
求
知
不
責
報
、
而
天
之
所
以
報
之
者
、
自
不
能
違
矣
」。

（
５６
）
『
楊
文
敏
公
集
』
巻
一
四
、
双
桂
堂
序
「
草
木
雖
微
者
、
然
其

発
栄
滋
長
、
往
往
足
以
兆
人
之
興
盛
」。

（
５７
）
イ
ギ
リ
ス
の
文
化
人
類
学
者
フ
リ
ー
ド
マ
ン
に
よ
っ
て
提
出
さ

れ
た
「
非
対
称
的
分
節
形
成
」
と
は
、
宗
族
内
部
に
お
い
て
経
済

力
や
社
会
的
地
位
に
大
き
な
差
異
が
あ
る
た
め
、
実
際
に
は
各
分

節
が
不
平
等
な
状
態
に
置
か
れ
た
と
い
う
（M

.Freedm
an,Line-

age
O

rganization
in

Southeastern
C

hina
,O

xford,
1965

〔
末

成
道
男
・
西
澤
治
彦
・
小
熊
誠
訳
〕『
東
南
中
国
の
宗
族
組
織
』

（
弘
文
堂
、
一
九
九
一
年
）
七
一
頁
。

（
５８
）
宗
族
組
織
統
合
に
つ
い
て
の
研
究
に
上
田
信
「
地
域
と
宗
族

│
│
浙
江
省
山
間
部
」（
東
京
大
学
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
九

四
冊
、
一
九
八
四
年
）
や
田
仲
一
成
「
�
山
県
長
河
鎮
来
姓
祠
産

簿
剖
析
│
│
清
代
浙
東
宗
族
に
お
け
る
祠
産
形
成
と
組
織
統
合
の

過
程
│
│
」（
東
京
大
学
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
〇
八
冊
、

一
九
八
九
年
）
な
ど
が
あ
る
。
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