
「
活
文
正
公
家
書
」

に
つ
い
て

序

論

中
国
に
お
け
る
文
人
・
土
大
夫
の
文
集
を
ひ
も
解
く
と
、
詩
や
散

文
の
ほ
か
に
「
尺
膿
」
と
い
う
項
目
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
尺
般

駒
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
書
簡
文
の
こ
と
で
あ
り
、
中
国
で
は
古
く
か

儲
ら
こ
れ
が
著
作
の
一
つ
、
あ
る
い
は
文
学
作
品
の
一
分
野
と
し
て
確

て
立
し
て
い
た
。
そ
の
書
簡
文
の
一
種
に
「
家
書
」
が
あ
る
。
「
家
書
」

引
と
は
家
族
に
宛
て
た
手
紙
の
こ
と
で
、
古
く
は
六
朝
東
晋
時
代
の
名

に
族
で
あ
る
王
僧
度
の
「
誠
子
書
」
が
あ
り
、
ま
た
新
し
く
は
清
朝
最

」害
後
の
大
官
僚
で
あ
る
曽
国
藩
の
「
家
書
」
が
あ
る
。
本
稿
で
取
り
上

部
げ
る
「
諮
文
正
公
家
書
」
も
こ
の
系
譜
に
属
す
る
書
簡
文
げ
あ
り
、
北

却
宋
時
代
の
沼
仲
流
が
家
族
へ
宛
て
た
手
紙
の
と
と
で
あ
る
。

同
こ
の
家
書
な
い
し
書
簡
史
料
は
こ
れ
ま
で
文
学
史
や
思
想
史
の
分

l

野
で
は
比
較
的
よ
く
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
政
治
制
度
史
や
社
会
経

8
済
史
に
お
い
て
は
あ
ま
り
使
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し

遠

隆

f変

藤

て
は
語
法
や
文
章
の
難
解
さ
に
加
え
て
、
執
筆
時
期
や
内
容
、
背
景

の
不
明
確
さ
、
さ
ら
に
は
親
し
い
間
柄
の
や
り
と
り
ゆ
え
の
省
略
な

ど
書
簡
史
料
に
特
有
の
困
難
さ
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
書
簡
文

に
は
い
わ
ゆ
る
編
纂
史
料
に
は
見
ら
れ
な
い
豊
富
な
内
容
や
微
妙
な

や
り
と
り
が
記
さ
れ
て
お
り
、
今
後
は
歴
史
学
の
分
野
に
お
い
て
も

大
い
に
活
用
す
べ
き
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
目
。

宋
代
の
書
簡
文
を
扱
っ
た
研
究
と
し
て
は
本
稿
で
扱
う
「
活
文
正

公
家
書
」
を
用
い
て
花
氏
義
荘
の
変
遷
を
考
察
し
た
近
藤
秀
樹
氏
の

研
究
や
、
蘇
東
披
す
な
わ
ち
蘇
戟
の
手
紙
を
使
っ
て
買
回
の
経
緯
を

考
察
し
た
竺
沙
雅
章
氏
の
研
究
が
あ
る
。
筆
者
も
か
つ
て
近
藤
氏
と

同
様
の
試
み
を
し
た
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
政
治
史
に
お
い
て
は
蘇
舜

欽
の
書
簡
を
使
っ
て
慶
暦
改
革
の
構
図
を
検
討
し
た
須
江
隆
氏
の
研

究
が
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
い
ず
れ
も
各
自
の
関
心
に
沿
っ

て
当
時
の
政
治
や
社
会
の
実
態
を
追
究
し
た
も
の
で
、
手
紙
の
成
り

立
ち
ゃ
執
筆
の
動
機
、
あ
る
い
は
そ
の
手
紙
の
持
つ
歴
史
的
な
意
義
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や
特
性
、
さ
ら
に
は
そ
の
後
の
読
ま
れ
方
や
流
布
の
状
況
な
ど
に
つ

い
て
考
察
し
た
も
の
で
は
な
ぱ
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
改
め
て
「
活
文
正
公
家
書
」
を
取
り
上
げ
、
こ

の
手
紙
が
書
か
れ
た
時
期
や
そ
の
内
容
、
さ
ら
に
は
家
書
の
出
版
、
流

通
な
ど
後
世
に
お
け
る
読
ま
れ
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
書
簡
史
料
な
か
ん
ず
く
「
活
文
正
公
家
書
」
の
重
要
性
を
、

政
治
史
や
社
会
史
の
み
な
ら
ず
「
史
料
論
」
の
立
場
か
ら
も
考
え
る

手
が
か
り
と
し
た
い
。
な
お
、
こ
こ
で
主
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は

仲
流
が
兄
の
仲
温
に
宛
て
た
手
紙
十
六
帖
、
お
よ
び
そ
の
子
の
純

義
・
純
愛
に
宛
て
た
二
帖
の
合
計
十
八
帖
で
あ
り
、
そ
の
他
の
手
紙

に
つ
い
て
は
改
め
て
考
察
し
た
い
。
ま
た
、
本
稿
は
以
上
の
よ
う
な

目
的
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
家
書
の
翻
訳
や
内
容
に
関
す
る

よ
り
詳
し
い
分
析
は
別
に
行
う
予
定
で
あ
る
。

往
復
書
簡

ま
ず
、
家
書
の
中
身
を
分
析
す
る
前
に
、
そ
れ
が
書
か
れ
た
時
期

や
執
筆
の
場
所
な
ど
家
書
に
か
か
わ
る
基
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
検

討
し
た
い
。
本
稿
で
使
用
し
た
書
簡
文
の
テ
キ
ス
ト
は
四
部
叢
刊
初

編
本
『
活
文
正
公
集
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
活
文
正
公
尺
股
」
全

三
巻
で
あ
り
、
そ
の
巻
上
が
こ
こ
で
考
察
す
る
「
家
書
」
で
あ
る
。
そ

の
内
訳
は
兄
の
活
仲
温
(
太
子
中
舎
で
退
任
)
に
宛
て
た
「
輿
中
舎
」

が
全
十
六
帖
、
次
男
の
箔
純
仁
(
忠
室
公
)
に
宛
て
た
「
輿
忠
宣
公
」

が
一
帖
、
宛
先
が
未
詳
の
「
輿
九
園
博
」
一
帖
、
仲
温
の
二
子
純
義
・

純
愛
に
宛
て
た
「
輿
中
舎
二
子
三
段
簿
四
太
祝
」
が
ニ
帖
、
仲
流
が

幼
い
と
き
に
育
っ
た
山
東
の
朱
氏
に
宛
て
た
「
輿
朱
氏
」
が
十
五
帖
、

仲
流
の
部
下
で
あ
り
ま
た
使
用
人
の
貌
祐
に
宛
て
た
「
輿
指
使
貌
祐
」

が
一
帖
の
合
計
三
十
六
帖
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
詰
文
正
公
尺
脱
」
巻

中
は
「
輿
韓
貌
公
」
す
な
わ
ち
落
仲
沌
の
同
僚
で
あ
る
韓
務
に
宛
て

た
手
紙
三
十
一
帖
で
あ
り
、
巻
下
は
「
交
瀞
」
す
な
わ
ち
仲
流
と
交

遊
関
係
の
あ
っ
た
官
僚
や
士
大
夫
三
十
名
に
宛
て
た
手
紙
計
五
十
一

帖
で
あ
る
。
な
お
、
彼
の
文
集
に
は
「
尺
臆
」
の
ほ
か
に
「
上
書
」
と

呼
ば
れ
る
公
的
な
書
簡
が
十
六
帖
あ
る
が
、
ヲ
」
れ
に
つ
い
て
は
最
後

に
若
干
言
及
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
家
書
と
り
わ
け
仲
滝
が
兄
お
よ
び
お
い
に
宛
て
た
手

紙
十
八
帖
に
は
執
筆
年
代
の
記
載
が
な
く
、
こ
れ
が
い
つ
頃
に
書
か

れ
た
手
紙
な
の
か
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
問

題
に
つ
い
て
は
手
紙
の
中
の
兄
に
対
す
る
呼
称
に
よ
っ
て
、
そ
の
時

期
を
か
な
り
確
実
に
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
仲
流
は

手
紙
の
中
で
兄
を
官
職
名
で
呼
ん
で
お
り
、
兄
が
そ
の
官
職
に
い
っ

頃
就
い
て
い
た
か
を
特
定
す
れ
ば
必
然
的
に
手
紙
の
執
筆
時
期
も
確

定
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
表
に
示
し
た
の
が
「
表
1
.

家
書
関
連
年
表
」
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
兄
へ
の
手
紙
は
大
き
く
三
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
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年号 ts仲温 花仲流 家警関係

薙照 2( 985) 開封に生まれる

端扶 2( 989) 徐州に生まれる

祥符 8(1015) 科挙に合格

景祐 1(1034) 蘇州知事
....・‘・・・・・・・・・ 4・_._----------------.‘ 4・ -ーーーーー・・・・・・，・圃圃圃圃圃圃晶晶圃圃圃...

2 (1035) 将作監主担I 第1J聞

越州新畠県尉 鏡州知事 「監簿」と呼称

4 (1037) 杭州余杭県市iiE 澗州知事 ①⑮ (2週)

鹿暦 3(1043) 枢密副使、参知政事
ーー.・ーーーーーーー・・・‘骨骨-----ー圃圃圃圃 a ・・・・・・..・ーーーー圃圃圃圃圃圃 -・・・.._-_・ー----------------_.._--

4 (1044) 笠海軍節度7佐官 第 21田

台州裁巌県知事 「節推」と呼称

5 (1045) 部州ついで部州知事 ⑨⑫⑬ (3通)
・・‘・・ 圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃 a ・・・・・・・.....--・・・・・・・・・・ー・・・・・晶晶.・ー ー---------_ー・・・・・・・・ a ・・・・・・・・ー

7 (1047) 太子中舎で退任 第 31田

皇祐 1(1049) 杭州知事、義荘の設置 「中舎」と呼称

2 (1050) 没す (66才) ②③④⑥⑦③⑩⑬  

4 (1052) 没す (64才) /⑤⑪⑮ (11迎)

「中舎二子J(ー) (ニ)

と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
第
一
期
は
仁
宗
の
景
祐
二
(
一

O
三
五
)
年

か
ら
慶
暦
四
(
一

O
四
四
)
年
ま
で
で
、
こ
の
時
期
の
手
紙
で
は
仲

流
は
兄
を
「
三
寄
監
簿
」
(
三
番
目
の
監
簿
兄
さ
ん
)
と
呼
ん
で
い
る
。

ζ

れ
は
仲
温
が
「
将
作
監
主
簿
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
し
、
手
紙

の
①
と
⑬
が
と
れ
に
相
当
す
る
。
同
じ
く
第
二
期
の
手
紙
は
仲
温

が
「
寧
海
軍
節
度
推
官
」
で
あ
っ
た
慶
暦
四
(
一

O
四
四
)
年
か
ら

同
七
(
一

O
四
七
)
年
ま
で
の
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
分
類
さ
れ
る

⑨
⑫
⑬
の
三
帖
の
手
紙
で
は
兄
を
「
節
推
三
寄
」
(
三
番
目
の
節
推

兄
さ
ん
)
と
呼
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
第
三
期
の
手
紙
は
仲
温
が
「
太

子
中
舎
」
で
致
仕
し
た
慶
暦
七
(
一

O
四
七
)
年
以
降
の
も
の
で
、
こ

こ
に
分
類
さ
れ
る
十
一
帖
の
手
紙
で
は
彼
を
「
中
舎
三
寄
」
(
二
一
番
目

の
中
舎
兄
さ
ん
)
と
呼
ん
で
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
こ
に
示
し
た
手

紙
の
番
号
は
四
部
叢
刊
本
『
活
文
正
公
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
家

書
」
の
配
列
順
に
従
っ
て
、
筆
者
が
そ
の
ま
ま
数
字
化
し
た
も
の
で

あ
る
。
第
三
期
の
手
紙
が
最
も
多
い
の
は
双
方
に
と
っ
て
最
晩
年
の

時
期
で
あ
る
と
と
も
に
、
有
名
な
箔
氏
義
荘
が
こ
の
時
期
に
設
置
さ

れ
た
こ
と
に
大
き
く
関
係
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
十
八
適
の
手
紙
を
読
む
と
、
こ
れ
が
仲
滝
か
ら

の
一
方
的
な
手
紙
で
は
な
く
彼
と
兄
あ
る
い
は
お
い
た
ち
と
の
往
復

書
簡
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
兄
へ
の
手
紙
④
に
は
「
飛

脚
が
も
ど
り
、
お
手
紙
を
受
け
取
り
ま
し
た
(
急
足
還
領
書
こ
と
書

か
れ
て
お
り
、
次
の
⑤
に
も
「
人
が
帰
り
、
お
手
紙
を
受
け
取
り
ま
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し
た
(
人
回
領
書
)
」
と
見
え
る
。
ま
た
お
い
に
与
え
た
手
紙
(
二
)

に
も
「
先
日
手
紙
を
受
け
取
り
、
平
穏
に
勤
め
を
果
た
し
て
い
る
こ

と
を
知
っ
た
(
昨
得
書
、
知
在
官
平
善
)
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
こ
れ

ら
の
手
紙
が
単
に
仲
流
か
ら
兄
あ
る
い
は
そ
の
子
へ
の
一
方
的
な
手

紙
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
兄
弟
あ
る
い
は
叔
姪
に
よ
る
往
復
書

簡
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
兄
や
お

い
が
仲
流
に
宛
て
た
手
紙
と
い
う
の
は
文
集
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な

い
が
、
そ
の
内
容
は
仲
流
の
返
書
か
ら
も
概
ね
察
す
る
こ
と
が
で

お

c
'
G
。

と
と
ろ
で
、
先
掲
「
表
1
」
に
よ
れ
ば
仲
流
が
兄
に
宛
て
た
十
六

通
の
手
紙
は
書
か
れ
た
年
月
が
十
数
年
間
と
い
う
比
較
的
長
期
に
わ

た
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
そ
れ
ぞ
れ
の
発
信
地
も
着
信
地
も
異
な
っ

て
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
手
紙
は
限
ら
れ
た
一
つ
の
場
所
か
ら

一
つ
の
場
所
へ
一
度
に
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
赴
任
先
を
転
々

と
移
動
す
る
弟
の
仲
沌
か
ら
や
は
り
江
南
の
各
地
を
転
々
と
す
る
兄

仲
温
の
も
と
へ
そ
の
つ
ど
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ

こ
で
問
題
と
な
る
の
は
こ
れ
ら
の
手
紙
が
い
か
な
る
場
所
で
書
か

れ
、
ま
た
発
信
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

も
先
の
時
期
確
定
と
同
様
に
、
「
表
1
」
仲
流
の
官
歴
か
ら
概
ね
推
定

す
る
己
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
第
一
期
の
手
紙
は
枢

密
副
使
な
い
し
参
知
政
事
と
し
て
首
都
の
開
封
に
い
た
仲
滝
か
ら
、

越
州
な
い
し
杭
州
に
い
る
兄
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
次
い
で
第
二
期
の
手
紙
は
部
州
の
弟
か
ら
台
州
の
兄
へ
、
第
三

期
の
手
紙
は
杭
州
の
弟
か
ら
蘇
州
の
兄
へ
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
彼
の
官
歴
を
詳
し
く
見
れ
ば
、
こ
の
ほ
か
に
鏡
州
や
潤

州、

mm州
か
ら
手
紙
を
出
し
た
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
に
は
い
る
。

し
か
し
、
実
際
に
手
紙
の
内
容
を
読
ん
で
み
る
と
そ
れ
ら
の
可
能
性

は
低
く
、
こ
こ
で
確
定
し
た
通
り
で
誤
り
な
ぱ
。

で
は
、
手
紙
を
書
い
た
場
所
も
受
け
取
っ
た
場
所
も
違
う
と
な
る

と
、
い
っ
た
い
こ
れ
ら
の
手
紙
は
誰
が
ど
の
よ
う
に
し
て
運
ん
だ
の

だ
ろ
う
か
。
そ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
手
紙
の
中
に
答
え
を
見
い
だ

す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
手
紙
を
運
ん
だ
の
は
「
急
足
」

と
呼
ば
れ
る
特
殊
な
郵
送
人
や
、
家
族
、
族
人
、
あ
る
い
は
同
僚
、
使

用
人
な
ど
で
あ
る
。
「
急
足
」
に
つ
い
て
は
前
掲
兄
へ
の
手
紙
④
お

よ
び
⑬
⑬
に
見
ら
れ
、
家
族
・
族
人
に
つ
い
て
は
⑩
に
次
子
の
「
純

仁
」
、
⑮
に
も
長
子
「
純
佑
」
の
名
が
見
え
る
。
さ
ら
に
同
僚
や
使
用

人
に
つ
い
て
は
⑩
に
「
銭
主
簿
」
と
あ
り
、
⑪
に
は
「
周
徳
」
「
貌

祐
」
、
⑬
に
は
「
王
興
」
、
⑤
に
は
「
人
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
物

す
べ
て
に
つ
い
て
特
定
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
彼
ら
は
誰
も
が

み
な
沼
仲
滝
に
と
っ
て
信
頼
の
で
き
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
に
疑
い

な
い
。
純
仁
や
純
佑
は
言
う
ま
で
も
な
く
彼
の
肉
親
で
あ
り
、
銭
主

簿
や
貌
祐
は
僚
属
、
屈
徳
や
玉
興
は
使
用
人
と
考
え
ら
れ
る
。
宋
代

の
郵
逓
制
度
と
し
て
は
詔
勅
や
公
文
書
、
邸
報
な
ど
を
伝
達
す
る
進

奏
院
が
あ
り
、
こ
の
ル

l
ト
に
官
僚
の
個
人
的
な
手
紙
を
乗
せ
て
伝



達
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
に
民
間
の

郵
便
制
度
が
十
分
に
整
っ
て
い
な
か
っ
た
宋
代
に
お
い
て
は
、
や
は

り
信
頼
で
き
る
人
に
手
紙
を
託
す
の
が
一
番
確
実
な
方
法
で
あ
る
。

と
こ
に
見
ら
れ
る
諸
仲
流
の
手
紙
も
ま
さ
に
そ
う
し
た
制
度
を
背
景

に
し
た
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
兄
弟
に
よ
る
手
紙
の
や
り
と
り
も
そ
う

し
た
時
代
を
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

蘇
州
と
洛
陽

と
こ
ろ
で
、
先
掲
「
表
1
」
に
よ
れ
ば
最
初
の
手
紙
が
書
か
れ
た

第
一
期
は
ど
ん
な
に
早
く
て
も
景
祐
二
(
一

O
三
五
)
年
以
降
の
こ

船
と
で
、
手
紙
の
内
容
か
ら
見
て
も
そ
れ
以
前
に
遡
る
こ
と
は
な
い
。
し

健
か
も
こ
の
時
仲
掩
は
既
に
四
十
七
歳
、
兄
の
仲
混
は
五
十
一
歳
に
達

て
し
て
お
り
、
こ
乙
か
ら
見
る
限
り
こ
れ
ら
の
手
紙
は
み
な
彼
ら
が
晩

引
年
に
な
っ
て
か
ら
の
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ

に
れ
は
現
在
残
っ
て
い
る
手
紙
に
つ
い
て
の
み
成
立
す
る
議
論
で
あ
っ

嘗
て
、
こ
れ
以
前
に
も
手
紙
の
や
り
と
り
が
あ
り
、
し
か
も
そ
の
手
紙

舗
が
ど
ζ

か
に
残
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
後

旭
で
も
述
べ
る
よ
う
に
兄
の
仲
温
が
「
将
作
監
主
簿
」
の
官
位
を
授
か
っ

市
た
の
は
ま
さ
に
こ
の
景
祐
二
年
の
こ
と
で
あ
り
、
現
存
す
る
形
式
の

5

書
簡
が
書
か
れ
た
の
は
や
は
り
こ
れ
以
降
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

8

と
す
れ
ば
、
何
故
と
の
時
期
に
仲
流
は
兄
や
お
い
た
ち
と
手
紙
の
や

り
と
り
を
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
背
景
に
は
い
か
な
る

動
機
や
人
間
関
係
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
こ
の
問
題

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

も
と
よ
り
、
と
の
問
題
を
考
察
す
る
に
は
手
紙
の
内
容
分
析
が
必

要
不
可
欠
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
に
譲
る
こ
と
と
し
て
、

こ
こ
で
は
今
述
べ
た
よ
う
な
諸
氏
の
人
間
関
係
や
族
的
生
活
の
面
か

ら
検
討
し
た
い
。
一
般
論
か
ら
言
っ
て
、
仲
流
は
義
荘
の
設
置
や
仕

官
、
学
問
な
ど
蘇
州
の
沼
氏
一
族
を
賑
わ
す
た
め
に
、
郷
里
に
住
む

兄
と
密
接
に
連
絡
を
取
り
合
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を
一
言
で
表
せ
ば
「
陸
族
」
「
収
族
」
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、

本
節
で
は
そ
の
よ
う
な
所
与
の
結
論
を
再
確
認
す
る
の
が
目
的
で
は

な
く
、
異
母
兄
弟
で
あ
る
彼
ら
二
人
の
微
妙
な
人
間
関
係
や
、
結
果

と
し
て
沼
仲
流
自
身
が
蘇
州
に
帰
ら
な
か
っ
た
と
い
う
郷
里
へ
の
複

雑
な
思
い
が
手
紙
の
執
筆
に
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
た
の
か
、
さ
ら
に

そ
う
し
た
背
景
に
は
い
か
な
る
時
代
性
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
を

中
心
に
考
察
し
た
い
。

さ
て
、
仲
流
と
仲
温
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
既
に
拙
稿
で
も
述
べ

た
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
ら
二
人
は
異
母
兄
弟
で
あ
り
、
あ
る
時
期
ま

で
は
通
常
の
兄
弟
づ
き
あ
い
や
親
戚
関
係
を
結
ん
で
い
た
わ
ザ
で
は

な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
の
父
沼
捕
に
は
二
人
の
妻
が
お
り
、
仲

温
を
生
ん
だ
の
が
陳
氏
、
仲
流
を
生
ん
だ
の
が
謝
氏
で
あ
る
。
し
か

も
乙
の
両
者
は
父
の
死
後
離
れ
ば
な
れ
と
な
り
、
陳
氏
と
仲
温
は
蘇



6

州
で
暮
ら
し
、
謝
氏
は
仲
湾
を
連
れ
て
山
東
の
朱
氏
へ
と
再
嫁
し
た
。

B
 

そ
の
結
果
、
彼
ら
兄
弟
は
成
人
す
る
ま
で
面
識
が
な
く
、
お
そ
ら
く

手
紙
の
や
り
と
り
も
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
境
遇

に
一
つ
の
変
化
が
現
れ
た
の
は
、
真
宗
の
天
耀
元
(
一

O
一
七
)
年

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
年
、
仲
掩
は
旧
名
の
「
朱
説
」
を
改
め
て
「
箔

仲
流
」
と
名
乗
る
こ
と
と
な
り
、
彼
は
諸
氏
の
族
人
と
し
て
認
知
さ

れ
る
と
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
に
は
蘇

州
の
族
人
側
に
彼
の
改
姓
に
難
色
を
示
す
者
が
お
り
、
彼
の
改
姓
に

よ
っ
て
必
ず
し
も
両
者
の
交
流
が
促
進
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ

う
し
た
中
で
、
再
び
訪
れ
た
大
き
な
転
機
が
仁
宗
景
祐
元
(
一

O
三

四
)
年
で
あ
る
。
こ
の
年
仲
沌
は
兄
の
い
る
蘇
州
へ
知
事
と
し
て
赴

任
し
、
彼
ら
兄
弟
は
久
し
ぶ
り
の
対
面
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。
し

か
も
、
こ
の
時
彼
は
歳
寒
堂
を
始
め
と
す
る
沼
氏
一
族
の
施
設
整
備

に
あ
た
り
、
蘇
州
の
族
人
と
も
改
め
て
親
し
く
交
流
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
兄
の
仲
温
が
弟
仲
流
の
蔭
に
よ
っ
て
初
め
て
「
将

作
監
主
簿
」
の
官
位
を
得
た
の
は
ま
さ
に
こ
の
翌
年
で
あ
り
、
現
存

す
る
手
紙
の
や
り
と
り
が
始
め
ら
れ
た
の
も
こ
れ
以
降
の
こ
と
で

あ
る
。た

だ
し
、
手
紙
の
内
容
を
見
る
と
景
祐
年
間
に
す
ぐ
さ
ま
手
紙
の

や
り
と
り
が
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
も
う
少
し
あ
と
の
慶
暦
年

間
頃
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
第
一
期
の
手
紙
⑮
に
よ
れ
ば

「
た
ま
た
ま
兵
事
が
勃
発
し
ま
し
た
が
(
遇
殻
兵
次
)
」
と
あ
り
、
宇
」

れ
が
西
夏
戦
争
の
こ
と
で
あ
れ
ば
こ
の
手
紙
は
康
定
元
(
一

O
四
O)

年
頃
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
手
紙
①
に
は
「
私
は
近
頃
陛
下

の
ご
恩
を
蒙
り
、
枢
密
副
使
に
抜
擢
さ
れ
ま
し
た
。
:
十
二
日
に
は

ご
恩
を
蒙
り
参
知
政
事
に
改
め
ら
れ
ま
し
た
(
某
近
蒙
制
恩
、
摺
弐

植
府
、
:
・
至
十
二
日
、
蒙
恩
改
参
大
政
)
」
と
あ
り
、
こ
の
手
紙
は
慶

暦
三
(
一

O
四
三
)
年
七
月
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
る
。
実
際
、
銭
公
輔
「
義
国
記
」
(
『
箔
文
正
公
集
』
褒
賢
洞
記

巻
二
)
に
よ
れ
ば
、

初
、
公
之
未
貴
額
也
、
嘗
有
志
於
是
突
、
而
力
未
之
逮
者
二
十

年
。
既
市
矯
西
帥
、
以
至
於
参
大
政
、
於
是
始
有
禄
賜
之
入
、
而

終
其
志
。

と
あ
り
、
仲
流
が
蘇
州
に
義
荘
を
設
け
る
に
あ
た
っ
て
は
二
十
年
以

上
も
前
か
ら
そ
の
気
持
ち
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
実
現
し
た
の
は
西

夏
戦
争
を
終
え
て
枢
密
副
使
か
ら
参
知
政
事
に
な
っ
た
後
の
こ
と
と

言
わ
れ
て
い
る
。
義
荘
の
設
置
か
ら
こ
十
年
前
と
言
え
ば
仁
宗
の
天

聖
年
間
(
一

O
二
三

1
一
O
三
二
年
)
に
あ
た
り
、
先
に
述
べ
た
天

藤
元
年
か
ら
も
ほ
ど
速
く
な
い
時
期
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
が

一
族
の
た
め
に
何
が
し
か
の
援
助
を
し
よ
う
と
思
い
立
っ
た
の
は
、

お
そ
ら
く
天
轄
の
改
姓
時
で
あ
っ
た
と
考
え
て
誤
り
な
い
。
し
か
し
、

こ
と
に
も
あ
る
よ
う
に
そ
の
頃
の
彼
は
ま
だ
官
位
も
俸
禄
も
高
く
は

な
く
、
ま
だ
そ
の
志
を
遂
げ
る
に
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が

次
第
に
現
実
味
を
帯
び
て
く
る
の
は
自
ら
が
蘇
州
に
赴
任
し
た
景
祐



年
間
、
そ
し
て
よ
り
積
極
的
に
は
執
政
と
し
て
朝
廷
の
中
枢
に
昇
っ

た
慶
暦
年
間
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
家
書
の
執
筆
も
こ
う
し
た
彼
の

地
位
や
立
場
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
変
化
が
書
簡

執
筆
の
動
機
や
時
期
に
大
き
く
作
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
活
仲
掩
は
蘇
州
の
族
人
た
ち
に
様
々
な
貢
献
は
し
た

も
の
の
、
結
局
の
と
こ
ろ
郷
里
の
蘇
州
に
は
帰
ら
ず
、
開
封
近
く
の

頴
田
閏
に
居
を
構
え
、
そ
の
墓
も
蘇
州
で
は
な
く
洛
陽
に
定
め
て
い
る
。

こ
れ
が
宋
代
士
大
夫
の
「
寄
居
」
「
徒
居
」
と
呼
ば
れ
る
生
活
形
態
で

あ
り
、
務
仲
滝
の
場
合
に
は
「
宗
族
的
結
合
の
破
壊
者
」
と
し
て
批

判
の
的
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
既
に
述
べ
た

よ
う
に
活
仲
流
の
場
合
に
は
郷
里
と
の
複
雑
な
関
係
が
あ
り
、
こ
れ

劇
を
当
時
一
般
の
「
寄
居
」
と
同
じ
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な

健
ぃ
。
し
か
も
、
活
仲
流
に
限
ら
ず
当
時
の
土
大
夫
た
ち
は
異
郷
に
「
寄

て
居
」
し
て
も
決
L
て
郷
里
の
人
々
と
の
つ
な
が
り
を
絶
っ
た
わ
け
で

引
は
な
く
、
様
々
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
し
て
族
的
な
関
係
を
保
っ
て
い

に
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
彼
ら
な
り
の
長
期
的
な
戦
略
が
あ
っ
た
わ

J
 

普
け
で
、
こ
れ
を
「
破
壊
し
た
同
族
的
結
合
へ
の
願
罪
的
産
物
」
と
断

岱
じ
る
こ
と
は
早
計
に
渇
き
ょ
う
。
仲
流
の
場
合
に
も
蘇
州
と
洛
陽
と

虹
い
う
二
重
の
楕
円
的
な
族
的
生
活
空
間
を
設
け
た
が
、
こ
れ
は
宮
僚

市
と
し
て
出
仕
す
る
族
人
の
受
け
皿
的
役
割
を
も
果
た
し
て
い
た
の
で

あ
り
、
そ
こ
に
は
北
宋
士
大
夫
の
長
期
的
な
戦
略
な
い
し
展
望
を
こ

ι
そ
読
み
と
る
べ
き
で
あ
ろ
到
。

北
宋
と
い
う
時
代
は
政
治
に
お
い
て
も
社
会
に
お
い
て
も
ま
だ
固

定
し
た
ス
タ
イ
ル
が
な
く
、
多
く
の
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
時
代
で

あ
る
。
そ
れ
は
宗
族
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
族
譜
に
し
て
も
義

荘
に
し
て
も
礼
制
に
し
て
も
こ
の
時
期
は
ま
だ
後
世
の
よ
う
な
固
定

し
た
ス
タ
イ
ル
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
が
南

宋
以
降
に
な
る
と
社
会
が
次
第
に
固
定
化
し
、
ま
た
朱
子
学
の
登
場

に
よ
っ
て
礼
制
面
で
も
宗
族
制
度
が
整
備
さ
れ
て
く
る
。
「
寄
居
」
を

非
難
す
る
思
考
の
枠
組
み
も
そ
の
よ
う
に
固
定
化
し
た
社
会
の
中
か

ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
北
宋
の
実
態
を
正
し
く
と
ら
え
た
も
の

で
は
な
い
。
む
し
ろ
北
宋
と
は
そ
う
し
た
あ
り
方
を
も
許
容
す
る
多

様
な
時
代
で
あ
り
、
「
寄
居
」
と
い
う
現
象
も
そ
う
し
た
多
様
な
社
会

を
背
景
に
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
家
書

の
や
り
と
り
が
な
さ
れ
た
背
景
に
は
沼
氏
兄
弟
の
関
係
修
復
や
仲
湾

自
身
の
昇
進
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
義
荘
の
設
置
や

族
人
の
任
官
に
も
大
き
く
影
響
し
て
い
た
。
さ
ら
に
そ
の
背
後
に
は

蘇
州
と
洛
陽
と
に
分
か
れ
た
沼
氏
の
微
妙
な
族
的
関
係
が
あ
り
、
こ

の
手
紙
は
そ
う
し
た
楕
円
的
構
造
を
持
つ
同
族
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ

な
ぐ
架
け
橋
と
し
て
も
機
能
し
た
の
で
あ
る
。

科
挙
と
宗
族

で
は
、
そ
の
家
書
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
こ
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れ
を
本
節
で
は
考
察
し
た
い
。
た
だ
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
一
つ
一

つ
の
詳
し
い
分
析
は
別
稿
に
譲
る
乙
と
と
し
て
、
と
こ
で
は
家
書
が

持
つ
全
体
的
な
特
徴
や
そ
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。
そ
の
内
容
は
大
き
く
二
つ
に
分
げ
ら
れ
る
。
一
つ
は
科
挙
、
も

う
一
つ
は
宗
族
で
あ
る
。

ま
ず
、
活
仲
流
の
家
書
を
一
読
し
て
感
得
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
が

科
挙
の
時
代
の
手
紙
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
家
書
の
中
に
は
子
弟

の
学
問
・
読
書
に
関
す
る
記
述
が
数
多
く
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
一
言

う
ま
で
も
な
く
科
挙
受
験
の
た
め
で
あ
る
。
例
え
ば
兄
へ
宛
て
た
手

紙
の
③
や
⑬
に
よ
れ
ば
仲
沌
は
自
分
の
子
供
だ
げ
で
な
く
兄
の
子

を
始
め
と
す
る
一
族
の
子
弟
を
気
に
か
け
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
、

ま
た
別
の
史
料
に
は
彼
が
族
人
の
子
弟
を
引
き
取
っ
て
教
育
を
施
し

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
の
ち
の
沼
氏
義
荘
で
は
子
弟
の
勉
学
資

金
や
科
挙
受
験
の
路
銀
を
援
助
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
③
な
ど

は
そ
の
シ
ス
テ
ム
を
先
取
り
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に

手
紙
の
⑤
や
⑬
で
は
兄
の
子
供
で
あ
る
純
義
ら
を
自
分
の
も
と
で

養
育
し
、
ま
た
教
育
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
子

弟
の
す
べ
て
が
科
挙
に
合
格
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も

文
字
を
知
り
士
大
夫
と
し
て
の
家
柄
を
維
持
す
る
効
果
だ
け
は
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
文
正
公
家
書
の
中
で
は
科
挙
よ
り
も
恩
蔭
制
度
に
よ
っ
て

任
官
し
た
事
例
が
多
く
見
ら
れ
、
官
僚
と
し
て
の
家
柄
を
維
持
す
る

装
置
と
し
て
乙
の
制
度
が
比
較
的
有
効
に
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
手
紙
の
①
で
は
「
小
三
郎
」
(
長
男
の
純
佑
か
)
が
聖
節
す

な
わ
ち
仁
宗
皇
帝
の
誕
生
日
で
あ
る
「
乾
元
節
(
四
月
十
四
日
)
」
の

恩
礼
で
「
試
将
作
監
主
簿
」
を
授
か
り
、
手
紙
⑮
で
は
=
一
男
の
純
礼

が
「
秘
書
省
正
字
」
を
授
か
っ
た
と
あ
る
。
ま
た
⑮
に
お
い
て
は
「
常

州
四
寄
」
を
奏
薦
す
る
と
あ
り
、
恩
蔭
制
度
に
関
す
る
関
心
が
極
め

て
高
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
手
紙
⑬
で
は
恩
蔭
改
革

に
つ
い
て
の
情
報
提
供
が
行
わ
れ
、
「
逐
房
各
々
己
に
恩
沢
有
り
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
手
紙
は
慶
暦
六

1
七
年
頃
の
も
の
で
あ
り
、
こ

の
時
期
は
ま
さ
に
花
仲
海
自
身
の
発
案
に
よ
っ
て
恩
蔭
制
度
の
改
革

が
行
わ
れ
た
直
後
で
あ
る
。
そ
う
し
た
改
革
者
の
仲
流
自
身
が
一
族

の
任
官
に
対
し
て
は
極
め
て
高
い
関
心
を
示
し
、
よ
り
多
く
の
恩
沢

を
希
望
し
て
い
た
こ
と
は
当
時
の
官
僚
・
士
大
夫
の
興
味
深
い
一
商

で
あ
一
位
。

も
ち
ろ
ん
、
例
え
ば
手
紙
⑬
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
た
と
え

恩
蔭
制
度
に
頼
っ
た
と
し
て
も
誰
で
も
官
僚
に
な
れ
る
わ
げ
で
は
な

く
最
終
的
に
は
個
人
の
能
力
が
重
要
で
あ
っ
た
。
ま
し
て
科
挙
の
場

合
に
は
個
人
の
実
力
が
最
も
優
先
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し

て
宗
族
が
直
接
的
に
協
力
で
き
る
範
聞
は
限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
実
際
、
北
宋
に
お
け
る
沼
氏
の
場
合
、
科
挙
に
合
格
し
た
族
人

は
わ
ず
か
に
四
名
し
か
お
ら
ず
、
し
か
も
彼
ら
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

が
義
荘
や
宗
族
の
恩
恵
に
は
あ
ま
り
与
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
当



時
の
士
大
夫
の
関
心
が
も
っ
ぱ
ら
官
僚
社
会
お
よ
び
そ
の
出
身
ル
ー

ト
と
し
て
の
科
挙
、
恩
蔭
制
度
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ

の
た
め
に
こ
そ
彼
ら
は
読
書
・
学
問
に
勉
め
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み

に
、
東
晋
の
王
僧
度
や
清
末
の
曽
国
務
の
家
書
で
も
、
学
問
・
読
書

の
重
要
性
に
つ
い
て
は
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
玉
僧

度
の
「
誠
子
書
」
に
お
け
る
学
問
の
中
心
は
「
玄
学
」
す
な
わ
ち
『
易
」

を
含
め
た
老
荘
の
思
想
で
あ
り
、
や
が
て
四
書
五
経
と
し
て
整
理
さ

れ
る
宋
以
後
の
学
問
と
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
。
一
方
、
曽
国

務
の
「
家
書
」
こ
そ
は
科
挙
を
主
と
す
る
時
代
の
書
簡
文
で
は
あ
る

が
、
そ
の
中
に
は
四
書
五
経
に
代
わ
っ
て
例
え
ば
「
天
文
学
」
や
「
軍

事
」
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
、
近
代
西
欧
の
学
問
思
想
の
影
響
が

船
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
活
仲
湾
の
家
蓄
は
ま
さ

惜
し
く
科
挙
の
時
代
の
書
簡
文
と
言
え
る
の
で
あ
り
、
同
じ
学
問
で
も

て
六
朝
時
代
や
清
末
の
そ
れ
と
は
大
き
く
内
容
を
異
に
し
て
い
た
の
で

引
あ
お
。

に
次
に
、
落
仲
流
の
家
書
に
関
す
る
第
二
の
特
徴
は
、
こ
れ
が
宗
族

j
 

普
の
時
代
の
書
簡
文
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
通
り
彼
は

俗
学
問
や
任
官
に
強
い
関
心
を
示
し
て
い
た
が
、
そ
の
関
心
は
決
し
て

姐
自
分
の
子
供
に
だ
け
向
け
ら
れ
た
の
で
は
な
く
一
族
全
体
へ
向
け
ら

晴
れ
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
兄
の
子
ど
も
達
に
宛
て
た
手
紙
を
見
て

9

も
、
彼
ら
の
学
問
や
職
務
上
の
責
任
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
心
配
し
て

B

い
た
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
、
彼
の
手
紙
の
主
要
な
話
題
の
一
つ

に
義
寝
の
設
置
が
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
蘇
州
に
住
む
族
人
の

た
め
に
企
画
さ
れ
た
事
業
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
さ

ら
に
、
手
紙
の
中
で
は
族
人
の
冠
婚
葬
祭
に
つ
い
て
も
様
々
な
指
示

が
出
さ
れ
、
彼
は
族
人
の
た
め
に
物
心
両
面
に
お
け
る
様
々
な
援
助

を
し
て
い
た
。
例
え
ば
手
紙
②
に
お
い
て
彼
は
兄
の
病
気
の
た
め
に

わ
ざ
わ
ざ
薬
を
届
げ
て
お
り
、
同
じ
く
④
に
お
い
て
は
道
書
に
基
づ

く
食
事
療
法
を
紹
介
し
て
兄
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
与
え
て
い
る
。
ま
た

⑫
に
よ
れ
ば
兄
の
一
家
の
結
婚
に
際
し
て
祝
儀
の
金
品
を
送
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
⑬
に
お
い
て
も
族
人
の
婚
姻
に
つ
い
て
話

題
と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
の
⑮
に
見
え
る
「
郷
資
政
」
と
は

資
政
殿
学
土
郷
散
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
の
家
と
沼
氏
と
は
き
わ
め
て

近
い
婚
姻
関
係
に
あ
っ
た
。

一
方
、
手
紙
③
③
⑩
は
常
州
に
住
む
「
四
専
監
簿
」
(
未
詳
)
お

よ
び
「
六
寄
屯
田
」
(
沼
瑛
)
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
手
紙
で

あ
り
、
と
く
に
後
者
の
瑛
は
科
挙
及
第
者
で
あ
り
ま
た
義
荘
の
設
置

に
も
協
力
し
た
と
こ
ろ
か
ら
仲
流
の
関
心
も
高
か
っ
た
。
そ
し
て
手

紙
の
③
に
よ
れ
ば
彼
の
葬
儀
に
は
「
七
郎
」
(
務
純
誠
か
)
と
一
一
一
男

の
「
純
礼
」
を
遣
わ
す
と
記
さ
れ
て
お
り
、
「
七
郎
」
に
つ
い
て
は
そ

の
足
で
常
州
の
葬
儀
に
向
か
わ
せ
、
香
典
と
し
て
俸
禄
二
買
を
も
っ

て
行
か
せ
る
と
あ
る
。
ま
た
、
手
紙
の
⑪
は
箔
氏
一
族
の
祖
先
祭
肥

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
祖
先
の
供
養
は
お
寺
す
な
わ
ち
彼
ら
の
菩
提

寺
で
あ
る
蘇
州
天
平
山
の
白
雲
寺
で
執
り
行
わ
れ
、
そ
の
形
式
は
民



日
間
信
仰
の
一
種
で
あ
る
「
水
陸
道
場
」
の
法
要
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て

9

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
南
宋
以
降
に
な
る
と
朱
官
官
の
「
文
公
家
礼
」
の

影
響
に
よ
っ
て
「
洞
堂
」
が
設
け
ら
れ
、
士
大
夫
の
問
で
は
い
わ
ゆ

る
儒
教
式
の
祖
先
祭
胞
が
盛
ん
と
な
る
が
、
こ
の
時
期
に
は
ま
だ
お

寺
で
の
法
要
や
民
間
宗
教
が
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
彼
と
蘇
州
あ
る
い
は
各
地
に
住
む
族
人
と
は
、
い
ろ

い
ろ
な
手
段
を
通
し
て
緊
密
な
交
流
を
図
っ
て
い
た
こ
と
が
見
て
取

{
日
)

れ
る
。も

ち
ろ
ん
、
宗
族
の
時
代
と
言
っ
て
も
そ
の
制
度
は
古
く
股
周
時

代
か
ら
存
在
し
、
北
宋
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
先
の
王

僧
度
や
曽
園
落
と
の
対
比
で
言
え
ば
、
王
僧
度
の
生
き
た
六
朝
時
代

に
は
個
別
家
族
に
関
す
る
言
説
は
多
く
見
ら
れ
る
も
の
の
、
宗
族
と

い
う
枠
組
み
で
士
大
夫
が
活
動
し
た
と
い
う
事
例
は
比
較
的
少
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
門
閥
貴
族
が
宗
族
に
対
し
て
関
心
を

示
す
こ
と
は
あ
ま
り
な
く
、
王
僧
度
の
「
誠
子
書
」
に
お
い
て
も
活

仲
沌
と
同
様
の
言
説
を
見
い
だ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
曽
国
藩
の
家
書
に
は
仲
滝
と
同
様
の
一
言
説
が
数
多
く
見
い
だ
さ

れ
、
宋
代
の
宗
族
と
清
代
の
宗
族
に
は
共
通
す
る
面
が
多
く
あ
る
。
し

か
し
、
清
代
も
末
期
に
な
る
と
宗
族
の
制
度
や
組
織
が
固
定
化
し
、
北

宋
時
代
の
多
様
な
宗
族
の
あ
り
方
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
様
相
を
呈

し
て
い
目
。
実
際
、
北
宋
の
沼
氏
一
族
は
宗
族
と
言
っ
て
も
蘇
州
に

固
ま
っ
て
住
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
常
州
や
明
州
あ
る
い
は
仲

沌
の
よ
う
に
開
封
に
出
仕
し
た
者
な
ど
中
国
各
地
に
広
ま
っ
て
い

た
。
前
節
で
は
こ
れ
を
二
重
の
楕
円
的
生
活
と
述
べ
た
が
、
諸
氏
全

体
を
見
わ
た
し
て
み
れ
ば
む
し
ろ
二
重
ど
こ
ろ
で
は
な
く
多
元
的
な

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
集
積
体
だ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
彼
ら
の
族
的
結
合
関
係
は
よ
り
ゆ
る
や
か
で
柔
軟
な
、
弾

力
性
の
あ
る
も
の
と
言
う
と
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
宋
代
の

宗
族
は
曽
国
藩
の
生
き
た
清
代
宗
族
の
萌
芽
的
形
態
で
は
あ
る
も
の

の
、
そ
れ
と
全
く
同
じ
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
、
王
僧

度
の
生
き
た
門
閥
時
代
の
よ
う
に
、
家
族
や
宗
族
を
「
家
格
」
と
し

て
規
定
す
る
国
家
や
社
会
の
あ
り
方
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
と

言
え
る
。
仲
流
の
家
書
も
そ
う
し
た
ゆ
る
や
か
な
関
係
を
背
景
に
し

て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
ま
た
近
世
宗
族
の
特
徴
が

百
-

し
っ
か
り
と
刻
印
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

四

出
版
と
流
通

そ
れ
で
は
、
彼
の
家
書
は
当
時
の
人
々
に
い
か
に
読
ま
れ
、
ま
た

広
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
そ
れ
を
出
版
・
流
通
、
お
よ

び
そ
の
読
ま
れ
方
か
ら
考
察
し
た
い
。
そ
の
一
つ
の
手
が
か
り
と
な

る
の
が
次
の
史
料
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
箔
文
正
公
尺
踊
」
の
末
尾
に

附
さ
れ
た
欧
文
で
あ
り
、
著
者
は
南
宋
の
学
者
張
拭
で
あ
る
。

右
文
正
沼
公
帖
、
得
之
文
定
胡
公
家
、
以
刻
子
桂
林
郡
粛
。
拭



開
君
子
言
有
教
、
動
有
法
。
其
於
文
正
公
見
之
会
。
観
此
帖
、
雄

一
時
書
帖
之
問
、
亦
足
以
扶
世
教
、
而
垂
後
法
。
非
盛
徳
者
、
其

能
然
乎
。
敢
敬
誌
之
、
以
詔
来
世
。
淳
照
三
年
元
日
、
廃
漢
郡

張
拭
量
百
o

'
」
れ
に
よ
れ
ば
、
彼
は
仲
掩
の
書
簡
集
を
胡
文
定
公
す
な
わ
ち
胡
安

国
の
家
か
ら
入
手
し
、
こ
れ
を
桂
林
で
出
版
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
胡
安
固
と
は
南
宋
初
め
の
学
者
で
あ
り
、
朱
子
学

に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
張
拭
は

そ
の
第
三
子
胡
宏
に
師
事
し
て
お
り
、
朱
寮
と
も
ま
た
学
問
的
に
は

極
め
て
近
い
関
係
に
あ
っ
た
。
し
か
も
彼
ら
の
学
統
を
湖
れ
ば
北
宋

の
二
程
子
す
な
わ
ち
程
願
・
程
顔
に
行
き
着
き
、
そ
の
学
統
は
沼
仲

勝
流
に
も
大
い
に
関
係
が
あ
る
。
張
拭
が
仲
流
の
書
簡
集
を
胡
安
園
の

健
家
で
手
に
入
れ
、
さ
ら
に
は
と
れ
を
大
き
く
称
揚
し
た
背
景
に
は
そ

て
う
し
た
思
想
的
か
つ
政
治
的
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ

叫
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
、
菰
仲
流
の
手
紙
は
少
な
く
と
も
北
宋
末
か
ら

に
南
宋
に
か
け
て
の
学
者
・
士
大
夫
の
聞
で
比
較
的
広
く
読
ま
れ
て
お

害
り
、
彼
ら
の
学
問
・
思
想
や
人
脈
の
広
が
り
と
と
も
に
よ
り
一
一
層
の

事

小

{

辺

公
読
者
を
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

証
そ
れ
を
さ
ら
に
促
進
し
た
の
が
、
朱
寮
あ
る
い
は
朱
子
学
の
影
響

閣
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
仲
滝
の
家
書
に
は
前
掲
張
拭
の
政
文
に
続
き
、
朱

某
の
政
文
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

9

右
活
文
正
公
輿
其
兄
弟
之
書
、
其
言
近
而
易
知
。
今
之
仕
者
、
得

其
説
而
謹
守
之
、
亦
足
以
検
身
而
及
物
突
。
然
所
請
自
未
嘗
管

私
者
、
必
若
公
之
先
天
下
之
憂
而
憂
、
後
天
下
之
柴
而
祭
。
事

上
過
人
、
一
以
自
信
。
不
捧
利
害
而
趨
舎
、
然
後
足
以
充
其
名
。

而
其
所
論
親
僚
友
、
以
絶
墾
蔽
之
萌
、
禁
防
以
杜
姦
私
之
漸
者
。

引
而
伸
之
、
亦
非
濁
数
一
官
者
所
営
知
也
。
口
年
、
新
安
朱
裏

書。

と
あ
り
、
朱
慕
は
仲
流
の
家
蓄
を
官
僚
・
士
大
夫
に
と
っ
て
の
重
要

な
生
活
の
規
範
と
位
置
づ
け
、
ま
た
こ
れ
を
推
奨
し
て
い
る
。
乙
れ

に
よ
れ
ば
「
活
文
正
公
が
兄
弟
に
宛
て
た
手
紙
は
言
葉
が
身
近
で
理

解
し
や
す
く
、
い
ま
官
僚
と
し
て
仕
え
て
い
る
者
も
そ
の
言
説
を
よ

く
心
得
て
乙
れ
を
し
っ
か
り
守
れ
ば
、
我
が
身
を
正
し
人
々
に
恩
恵

を
施
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
、
最
大
級
の
賛
辞
を
贈
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
見
え
る
「
天
下
の
憂
い
に
先
ん
じ
て
憂
い
、
天
下
の
楽
し
み

に
後
れ
て
楽
し
む
」
と
い
う
「
先
憂
後
楽
」
の
思
想
は
、
沼
仲
湾
の

有
名
な
「
岳
陽
楼
記
」
の
一
節
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た

言
説
が
既
に
朱
烹
の
生
き
て
い
た
南
宋
時
代
に
は
学
者
や
士
大
夫
の

間
に
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
が
さ
ら
に
朱
案
と
い
う

大
学
者
の
言
説
に
乗
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
一
層
の
広
が
り
を
持

【

u-

つ
よ
う
に
な
っ
た
乙
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

加
え
て
、
彼
の
家
書
や
尺
肢
が
広
く
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背

景
に
は
、
印
刷
・
出
版
の
カ
を
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は

前
掲
張
拭
の
政
文
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
沼
氏
の
子
孫
た



2

ち
も
と
の
出
版
・
刊
行
事
業
に
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の

9

で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
花
仲
滝
に
は
彼
自
身
の
撰
述
に
よ
る
文

集
す
な
わ
ち
「
沼
仲
掩
集
』
(
『
活
文
正
公
集
』
)
全
二
十
巻
が
あ
り
、

こ
れ
は
既
に
北
宋
時
代
か
ら
広
く
読
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
元

祐
四
(
一

O
八
九
)
年
四
月
二
十
一
日
付
、
蘇
拭
の
叙
文
に
よ
っ
て

も
確
認
す
る
己
と
が
で
き
る
。
そ
の
後
、
こ
の
文
集
は
南
宋
の
乾
道

か
ら
淳
照
年
間
に
餓
州
で
出
版
・
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
時
に
恭
燥

が
正
集
の
補
選
と
し
て
詰
仲
流
の
遺
文
を
集
め
て
『
別
集
』
全
四
巻

と
し
た
。
と
れ
が
一
般
に
言
わ
れ
る
『
活
文
正
公
集
』
の
「
正
集
」
と

「
別
集
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
と
は
別
に
、
彼
の
書
簡
文
で
あ

る
「
文
正
公
尺
牒
」
や
上
奏
文
を
集
め
た
「
文
正
公
奏
議
」
も
早
く

か
ら
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
南
宋
の
蔵
書
家
と
し
て
知

ら
れ
る
陳
振
孫
の
『
直
蘭
書
録
解
題
」
巻
十
七
(
別
集
類
中
)
に
も

「
活
文
正
尺
臆
五
巻
。
其
の
家
の
伝
う
る
所
に
し
て
正
集
の
外
に
在

り
」
と
あ
り
、
仲
湾
の
尺
肢
は
代
々
彼
の
家
で
伝
え
ら
れ
、
正
集
と

は
別
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
が
出
版
・
刊
行
さ
れ

た
の
は
前
掲
張
拭
の
政
文
に
見
え
る
よ
う
に
南
宋
淳
照
年
閑
の
こ
と

で
あ
り
、
既
に
己
の
頃
に
は
出
版
物
と
し
て
の
「
文
正
公
尺
股
」
の

存
在
が
確
認
さ
れ
る
。
「
奏
議
」
に
つ
い
て
も
同
じ
『
直
録
』
巻
二
十

二
(
章
奏
類
)
に
「
箔
文
正
公
奏
議
ニ
巻
、
諮
仲
湾
撰
」
と
あ
り
、
こ

れ
も
ま
た
文
集
と
は
別
個
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
ち
な
み
に
「
宋
史
』
巻
二

O
八
、
芸
文
士
山
七
(
別
集
類
)
に

も
「
沼
仲
流
集
二
十
巻
」
の
ほ
か
に
「
文
別
集
四
巻
、
尺
照
二
巻
、
奏

議
十
五
巻
、
丹
陽
編
八
巻
」
と
あ
り
、
彼
の
著
作
と
し
て
は
正
築
、
別

集
に
加
え
て
尺
胸
、
奏
議
な
ど
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
目
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
著
作
の
出
版
・
刊
行
に
力
を
尽
く
し
た
の
が
、
沼

氏
の
子
孫
た
ち
で
あ
っ
た
。
今
日
我
々
が
手
に
す
る
『
活
文
正
公
集
』

お
よ
び
「
沼
忠
宣
公
集
』
の
中
に
は
「
歳
寒
堂
版
」
と
呼
ば
れ
る
版

本
が
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
蘇
州
沼
氏
の
洞
堂
で
あ
る
「
歳
寒

堂
」
を
指
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
現
存
す
る
宋
版
元
修
本
「
文
正
公

尺
臆
」
の
題
語
に
、

先
文
正
公
尺
腹
、
宮
刊
子
郡
席
、
歳
久
漫
法
。
今
重
命
工
銭
梓

刊
置
家
艶
之
歳
寒
堂
、
期
輿
子
孫
世
停
之
。
至
元
再
元
丁
丑
正

月
甲
子
日
、
八
世
孫
文
英
百
拝
謹
識
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
沼
仲
流
の
尺
臓
は
か
つ
て
府
学
か
ら
出
版

刊
行
さ
れ
た
が
、
版
木
が
悪
く
な
っ
た
の
で
、
家
勤
一
の
歳
寒
堂
に
お

い
て
版
木
を
彫
り
直
し
て
出
版
し
た
と
い
う
。
府
学
と
は
お
そ
ら
く

前
掲
張
拭
の
政
文
に
見
ら
れ
る
「
桂
林
郡
爾
」
の
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
版
木
は
宋
元
交
替
期
を
経
て
元
代
ま
で
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
題
語
の
作
者
は
仲
沌
八
世
孫
の
活
文
英
で
あ
り
、
彼
は
元
末

に
花
氏
の
統
括
者
す
な
わ
ち
「
宗
子
」
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
こ

こ
に
見
え
る
至
元
再
元
丁
丑
と
は
順
帝
至
元
三
ご
三
三
七
)
年
に

あ
た
り
、
お
そ
ら
く
こ
の
出
版
事
業
も
「
宗
子
」
の
任
務
の
一
つ
と

し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
諸
氏
の
子
孫
た
ち



は
義
荘
な
ど
に
よ
る
相
互
扶
助
だ
け
で
な
く
、
祖
先
の
文
集
を
出
版

す
る
事
業
も
行
っ
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
ち
な
み
に
本
稿
で

用
い
た
四
部
叢
刊
初
編
本
の
『
詰
文
正
公
集
』
も
「
元
翻
明
修
本
」
で

あ
り
、
こ
の
時
に
文
英
が
翻
刻
し
た
元
刊
「
歳
寒
堂
本
」
を
底
本
と

(
引
)

し
た
も
の
で
あ
る
。

宋
代
と
り
わ
け
南
宋
時
代
か
ら
元
代
に
か
け
て
中
国
で
は
同
族
の

結
合
力
が
強
ま
り
、
南
中
園
を
中
心
と
し
た
各
地
に
義
荘
や
祭
回
な

ど
多
く
の
族
産
が
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
背
景
と
し
て

は
北
方
民
族
の
侵
攻
に
よ
る
社
会
不
安
や
、
朱
子
学
の
浸
透
な
ど

様
々
な
要
因
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
義
荘
の
創
始
者
で

あ
り
ま
た
朱
子
学
と
も
関
係
の
深
い
諮
仲
流
の
名
声
は
次
第
に
高
ま

掛
り
、
彼
の
文
集
や
手
紙
が
学
者
や
士
大
夫
の
間
で
広
〈
読
ま
れ
る
よ

怪
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
こ
れ
を
支
え
た
の
が
彼
の
子
孫
ら
に
よ
る
出

て
版
・
刊
行
事
業
で
あ
り
、
乙
れ
に
よ
っ
て
沼
仲
流
の
文
集
や
尺
騰
は

叫
よ
り
一
層
の
広
ま
り
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
本
稿
で
取
り

に
上
げ
た
「
家
書
」
は
や
が
て
単
な
る
手
紙
で
は
な
く
時
に
は
「
家
訓
」

」書
と
い
う
分
野
に
も
分
類
さ
れ
る
と
と
に
な
り
、
宋
元
時
代
は
も
ち
ろ

山
叫
ん
の
こ
と
の
ち
の
明
清
時
代
に
至
る
ま
で
広
く
読
者
層
を
持
つ
こ
と

況
と
な
っ
た
。
宋
代
は
印
刷
技
術
の
発
達
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
出
版
文

同
化
が
大
き
く
発
展
し
た
時
代
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
次
第
に
市
場
を

3

獲
得
し
て
い
っ
た
時
代
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
仲
流
の
文
集

9

や
尺
肢
も
小
規
模
で
は
あ
る
が
販
路
を
広
げ
、
人
々
に
読
ま
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
「
家
書
」
の
広
ま
り
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
出
版
文
化
に

支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
活
仲
湾
の
思
想
や
言
説
も
そ
う
し
た

{

m

)

 

メ
デ
ィ
ア
の
力
と
決
し
て
無
縁
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

結

論

以
上
、
四
節
に
わ
た
っ
て
箔
仲
滝
の
「
家
書
」
を
分
析
し
、
そ
の

執
筆
状
況
や
社
会
的
背
景
、
さ
ら
に
は
出
版
・
流
通
の
問
題
に
つ
い

て
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
そ
の
詳
細
は
各
節
に
委
ね
る
こ
と
と
し
て
、

こ
こ
で
は
最
後
に
「
史
料
論
」
の
立
場
か
ら
若
干
の
展
望
を
述
べ
る

こ
と
に
し
た
い
。

は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
書
簡
史
料
と
い
う
の
は
こ
れ
ま
で

あ
ま
り
歴
史
学
に
お
い
て
は
使
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
は
書

簡
文
に
特
有
の
難
解
さ
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
書
簡
文
が
史
料
と

し
て
扱
い
に
く
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
書

簡
文
に
は
編
纂
史
料
に
は
な
い
多
く
の
事
実
や
評
価
・
解
釈
が
秘
め

ら
れ
て
お
り
、
今
後
は
編
纂
史
料
の
補
助
と
し
て
あ
る
い
は
そ
れ
自

体
が
主
要
な
史
料
と
し
て
大
い
に
活
用
が
期
待
さ
れ
る
。
も
っ
と
も

編
纂
史
料
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
書
簡
文
も
広
い
意
味
で
は
編
纂
史

料
の
一
つ
で
あ
り
、
こ
れ
と
全
く
性
格
が
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
実

際
、
多
く
の
書
簡
は
文
集
と
と
も
に
編
纂
さ
れ
て
出
版
・
刊
行
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
編
纂
史
料
そ
の
も
の
で
あ
る
と
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言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
ち
な
み
に
沼
仲
流
に
は
「
尺
煩
」
と
は

9

ま
た
別
に
「
書
」
な
い
し
「
上
書
」
と
い
う
書
簡
文
が
あ
る
。
こ
れ

は
皇
帝
や
皇
太
后
あ
る
い
は
時
の
宰
相
に
あ
て
た
手
紙
で
あ
り
、
内

容
的
に
は
「
尺
股
」
よ
り
も
政
治
的
で
、
か
つ
公
表
さ
れ
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
書
簡

文
は
仲
流
自
身
の
選
択
に
よ
っ
て
彼
の
文
集
に
収
録
さ
れ
、
ま
た
『
宋

史
』
や
『
績
資
治
通
鑑
長
編
』
な
ど
の
公
的
な
歴
史
書
に
も
い
く
つ

か
再
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ら
の
上
書
は
手
紙
と
言
っ

(
U
}
 

て
も
公
的
な
編
纂
史
料
と
何
ら
変
わ
り
が
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
扱
っ
た
「
活
文
正
公
家
書
」
の
場
合
に

は
必
ず
し
も
当
事
者
以
外
の
第
三
者
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て

書
い
た
も
の
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
私
的
あ
る
い
は
社
会

的
な
性
質
の
史
料
と
言
え
る
。
そ
れ
で
も
、
仲
滝
は
当
時
の
文
集
や

書
簡
の
編
纂
傾
向
を
よ
く
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
第
三
者
の
目

を
全
く
想
定
せ
ず
し
て
こ
の
手
紙
を
書
い
た
と
い
う
保
証
は
な
い
。

た
だ
、
本
稿
で
扱
っ
た
家
書
な
い
し
尺
般
の
よ
う
な
書
簡
文
は
『
宋

史
』
や
『
長
編
』
「
宋
会
要
輯
稿
』
な
ど
公
式
の
編
纂
史
料
に
は
収
め

ら
れ
て
お
ら
ず
、
乙
れ
が
豊
富
な
情
報
を
我
々
に
伝
え
て
く
れ
る
こ

と
は
や
は
り
一
面
の
事
実
で
あ
る
。
し
か
も
、
宋
代
は
司
馬
光
「
書

儀
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
手
紙
の
書
式
が
作
ら
れ
る
な
ど
、
家
書
の

往
来
が
前
代
よ
り
も
頻
繁
に
な
っ
た
時
代
で
あ
る
。
そ
の
中
で
沼
仲

流
の
家
書
は
先
駆
的
な
存
在
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
の
ち
の
欧
陽
備
や

蘇
献
の
手
紙
と
と
も
に
家
族
・
宗
族
研
究
に
は
必
要
不
可
欠
の
文
献

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
社
会
史
研
究
が
隆
盛
を
迎
え
て
い
る
今
日
、

書
簡
文
や
日
記
、
筆
記
小
説
な
ど
は
極
め
て
重
要
な
史
料
で
あ
り
、
今

後
は
公
的
な
編
纂
史
料
に
加
え
て
こ
の
よ
う
な
著
作
の
活
用
が
よ
り

一
層
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
今
も
見
た
よ
う
に
一
口

に
書
簡
文
と
言
一
つ
で
も
そ
の
形
式
や
内
容
に
は
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が

あ
り
、
一
概
に
編
纂
史
料
で
あ
る
か
な
い
か
を
議
論
す
る
こ
と
に
意

味
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
重
要
な
の
は
そ
れ
が
編
纂
史
料
で

あ
る
と
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
言
説
の
背

後
に
あ
る
も
の
は
何
か
を
探
る
乙
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
読
み
解
き
な

が
ら
歴
史
を
再
構
成
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
そ
の
試
み
が

成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
大
方
の
批
判
を
仰
ぐ
し
か
な
い
が
、
少

な
く
と
も
今
後
は
こ
う
し
た
研
究
が
ま
す
ま
す
必
要
に
な
る
と
思
わ

れ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
手
が
か
り
の
一
つ
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
が
、

今
後
は
手
紙
の
内
容
に
関
す
る
具
体
的
な
分
析
を
進
め
て
行
き
た
い

と
考
え
て
い
る
。

よ註

尺
肢
の
基
本
的
な
理
解
に
つ
い
て
は
、
波
多
野
太
郎
「
尺
服
諮
義

|
読
み
方
と
書
き
方
|
」
(
『
東
方
』
第
三

O
号
1
第
五
一
号
連
抑
制
、
一

九
八
三
年
1
八
五
年
)
参
照
。
ま
た
王
僧
度
の
誠
子
書
に
つ
い
て
は
安

問
二
郎
「
王
僧
度
「
誠
子
書
」
考
」
(
東
北
大
学
『
日
本
文
化
研
究
所



研
究
報
告
』
第
十
七
集
、
一
九
八
一
年
)
、
曽
国
務
の
家
書
に
つ
い
て

は
「
曽
国
藩
家
書
家
訓
』
(
天
津
市
古
籍
書
底
、
一
九
九
一
年
)
、
『
曽

国
藩
家
書
家
訓
日
記
』
(
北
京
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
四
年
)
を
参
照
。

(2)

書
簡
文
の
語
法
な
ら
び
に
往
復
書
簡
に
か
か
わ
る
難
解
さ
に
つ
い

て
は
、
前
註

(
1
)
波
多
野
論
文
、
お
よ
び
安
田
論
文
に
お
い
て
詳
細

に
考
察
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)

近
藤
秀
樹
「
沼
氏
義
在
の
変
遷
」
(
『
東
洋
史
研
究
室
一
一
巻
第
四

号
、
一
九
六
三
年
)
、
竺
沙
雅
章
「
北
宋
士
大
夫
の
徒
居
と
買
回
主

に
東
披
尺
肢
を
資
料
と
し
て

l
」
(
『
史
林
』
五
四
巻
二
号
、
一
九
七
一

年
、
同
氏
の
『
宋
元
仰
教
文
化
史
研
究
』
汲
古
書
院
、
二

0
0
0年
に

収
録
)
、
拙
稿
「
宋
代
蘇
州
の
諸
氏
義
荘
に
つ
い
て

l
同
族
的
土
地
所

有
の
一
側
面
」
(
宋
代
史
研
究
会
編
『
宋
代
の
知
識
人
』
汲
古
書
院
、

一
九
九
三
年
)
、
須
江
隆
「
慶
暦
党
争
考
蘇
舜
欽
書
簡
を
中
心
に
|
」

(
『
集
刊
東
洋
学
』
第
七
六
号
、
一
九
九
六
年
)
参
照
。
ま
た
書
簡
文
と

は
異
な
る
が
、
宋
代
の
日
記
を
史
料
と
し
て
用
い
た
論
考
と
し
て
岡

て
本
不
二
明
「
宋
代
日
記
の
成
立
と
そ
の
背
景
」
(
「
岡
山
大
学
文
学
部
紀

山
要
』
第
十
八
号
、
一
九
九
二
年
)
が
あ
る
。

に

(
4
)

以
上
の
結
果
、
我
々
が
固
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
仲
流
の
「
尺
般
」

む
は
合
計
一
一
八
帖
、
「
上
書
」
は
十
六
通
あ
り
、
こ
れ
を
含
め
る
と
全

家
部
で
一
三
四
帖
の
書
簡
と
な
る
。
な
お
、
家
書
の
書
式
に
つ
い
て
は
司

沿
馬
光
『
混
公
害
儀
』
巻
一
「
家
書
」
、
お
よ
び
『
居
家
必
用
事
類
』
甲

文
集
「
家
書
通
式
」
を
参
照
。
ま
た
宋
人
の
書
簡
文
は
単
独
で
も
出
版
さ

陥
れ
て
い
る
が
、
欧
陽
備
と
蘇
械
の
書
簡
は
わ
が
国
で
も
『
欧
蘇
手
簡
』

と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
今
後
は
こ
う
し
た
書
簡
相
互
の
比
較
検

討
も
必
要
で
あ
る
。

(遠藤)95 

(5)

家
書
の
配
列
順
は
、
管
見
の
限
り
四
部
叢
刊
以
外
の
テ
キ
ス
ト
に

お
い
て
も
み
な
同
じ
で
あ
る
。
な
お
「
三
寄
」
の
「
=
こ
と
い
う
数
字

は
諸
氏
一
族
内
に
お
げ
る
輩
行
(
な
い
し
は
年
齢
)
の
順
序
を
さ
す
も

の
で
あ
り
、
仲
温
が
彼
の
世
代
で
は
三
番
目
の
輩
行
だ
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
類
し
た
呼
び
方
は
ほ
か
に
も
家
書
の
中
に
「
常

州
四
寄
」
(
常
州
の
四
番
目
の
兄
吉
ん
)
と
か
「
六
寄
屯
回
」
(
六
番
目

の
屯
団
員
外
郎
兄
さ
ん
)
と
見
え
る
。
ま
た
、
仲
流
が
兄
の
子
供
た
ち

に
宛
て
た
手
紙
は
「
輿
中
舎
二
子
」
と
い
う
宛
名
に
な
っ
て
お
り
、
「
表

1
」
に
あ
る
第
三
期
の
手
紙
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
そ

の
内
容
か
ら
見
れ
ば
兄
の
仲
混
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
の
も
の
と
推
定

さ
れ
、
こ
れ
に
仲
流
自
身
が
亡
く
な
っ
た
年
代
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、

彼
が
お
い
に
宛
て
た
手
紙
は
仁
宗
の
皇
祐
二
(
一

O
五
O
)
年
か
ら
同

四
年
の
聞
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(6)

箔
仲
流
の
尺
脱
に
つ
い
て
は
、
沼
氏
の
族
譜
で
あ
る
「
誼
氏
家
乗
』

(
左
編
)
巻
十
三
「
法
守
記
」
や
『
宋
元
尺
股
』
(
上
海
古
籍
出
版
社
、

ニ
0
0
0年
)
に
も
一
部
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
仲
温
ら
の
書
簡
に
つ

い
て
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。

(7)

沼
仲
掩
の
履
歴
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
「
苅
文
正
公
年
譜
』
お
よ
び

「
同
補
遺
』
、
仲
湿
の
履
歴
に
つ
い
て
は
『
活
文
正
公
集
」
巻
十
三
「
太

子
中
舎
致
仕
活
府
君
墓
誌
銘
」
に
よ
る
。
な
お
、
二
人
の
官
歴
に
つ
い

て
は
、
後
註

(9)
拙
稿
に
お
い
て
も
概
ね
考
証
し
て
あ
る
。

(
8
)

宋
代
の
公
的
な
郵
逓
制
度
に
つ
い
て
は
梅
原
郁
「
進
奏
院
を
め

ぐ
っ
て
|
宋
代
の
文
書
停
達
制
度
|
」
(
「
就
実
女
子
大
学
史
学
論
集
」

第
十
五
号
、
二

O
O
O年
)
お
よ
び
久
保
田
和
男
「
宋
代
に
於
け
る
制

勅
の
伝
達
に
つ
い
て
元
豊
改
制
以
前
を
中
心
と
し
て

l
」
〔
宋
代
史
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研
究
会
編
『
宋
代
社
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
年
)

参
照
。
な
お
、
家
書
の
中
に
は
兄
弟
を
含
め
て
五

O
名
近
く
の
人
物
が

登
場
す
る
。
そ
の
う
ち
諸
氏
の
族
人
お
よ
び
親
類
関
係
の
者
が
三

O

名
近
く
お
り
、
同
僚
や
使
用
人
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
数
名
ず
つ
、
そ
の
他

不
明
な
者
が
数
名
い
る
。
こ
の
う
ち
、
族
人
に
対
す
る
呼
び
名
は
お
よ

そ
年
齢
な
い
し
系
図
の
輩
行
順
を
数
字
で
示
し
、
そ
の
後
に
官
名
か

幼
児
の
場
合
に
は
「
郎
」
を
つ
け
る
と
い
う
の
が
基
本
で
あ
る
。
先
に

も
述
べ
た
が
、
例
え
ば
兄
の
仲
温
に
対
し
て
は
「
三
司
監
簿
」
と
呼
び
、

活
瑛
と
い
う
族
人
に
つ
い
て
は
「
六
寄
屯
回
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た

幼
年
の
者
に
つ
い
て
は
人
物
を
特
定
で
き
な
い
が
コ
ニ
郎
」
「
四
郎
」
な

ど
と
あ
り
、
女
性
に
つ
い
て
は
「
十
二
姑
」
「
三
捜
」
と
呼
ん
で
い
る
。

な
お
、
仲
流
よ
り
も
年
下
で
、
し
か
も
成
人
し
た
族
人
や
家
族
に
つ
い

て
は
「
純
仁
」
「
純
義
」
な
ど
本
名
で
呼
ぶ
の
が
通
例
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
呼
称
の
方
法
は
諸
仲
流
以
外
の
書
簡
や
『
清
明
集
』
な
ど

の
判
語
に
も
見
ら
れ
、
当
時
の
一
般
的
な
慣
習
を
仲
沌
も
そ
の
ま
ま

書
簡
の
中
で
使
っ
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

(9)

二
人
の
兄
弟
関
係
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
宋
代
に
お
け
る
「
同
族
ネ
ッ

ト
ワ

l
ク
」
の
形
成
|
沼
仲
沌
と
沼
仲
温
|
」
(
前
掲
『
宋
代
社
会
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
)
参
照
。
な
お
、
こ
れ
以
前
に
も
仲
流
が
改
姓
し
た

時
に
二
人
は
会
っ
て
お
り
、
仲
流
の
蘇
州
赴
任
が
最
初
の
面
会
で
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
手
紙
の
や
り
と
り
も
そ
れ
以
前
か
ら
あ
っ
た
と

は
思
わ
れ
る
が
、
本
文
に
も
述
べ
た
よ
う
に
花
氏
全
体
の
こ
と
を
考

え
た
手
紙
の
や
り
と
り
は
景
祐
元
年
以
降
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
印
)
本
稿
で
は
沼
氏
義
荘
の
設
置
年
代
を
皇
祐
元
年
と
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
家
書
に
も
あ
る
よ
う
に
買
回
の
時
期
に
拠
っ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
と
は
別
に
義
荘
規
矩
が
制
定
さ
れ
た
皇
祐
二
年
と
い
う
考

え
方
も
あ
る
が
、
そ
れ
と
本
稿
の
考
え
方
と
は
見
方
の
違
い
で
あ
っ

て
必
ず
し
も
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
。
一
泊
氏
義
荘
に
つ
い
て
は
、
前

註

(
3
)
近
藤
お
よ
び
遠
藤
論
文
参
照
。

(
日
)
洛
陽
に
は
沼
仲
流
ら
の
墓
が
あ
る
だ
け
で
、
仲
流
ら
の
生
活
の
基

盤
は
頴
昌
に
あ
っ
た
。
た
だ
基
が
族
的
結
合
の
一
つ
の
象
徴
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
蘇
州
に
対
し
て
頴
昌
で
は
な
く
格
陽
を
一
方

の
中
心
と
し
て
掲
げ
た
。
な
お
、
そ
の
基
に
つ
い
て
は
「
活
文
正
公
集
』

「
洛
陽
志
」
を
参
照
。
ま
た
、
こ
の
基
の
設
立
を
め
ぐ
っ
て
は
、
沼
仲

流
自
身
も
実
は
複
雑
な
心
境
で
あ
っ
た
こ
と
が
彼
の
書
簡
か
ら
見
て

取
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
途
に
考
察
し
た
い
。
さ
ら
に
「
寄
居
」

に
つ
い
て
は
、
竺
沙
雅
章
「
宋
代
官
僚
の
寄
居
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
史

研
究
』
第
四
一
巻
第
一
号
、
一
九
八
二
年
、
前
註

(
3
)
『
宋
元
倒
教

文
化
史
研
究
』
に
収
録
)
お
よ
び
同
氏
の
前
註

(3)
論
文
を
参
照
。

ま
た
「
宗
族
的
結
合
の
破
壊
者
」
「
服
罪
的
産
物
」
の
評
価
に
つ
い
て

は
前
註

(3)
近
藤
論
文
参
照
。

(
ロ
)
宋
代
の
恩
蔭
制
度
に
つ
い
て
は
、
梅
原
郁
『
宋
代
官
僚
制
度
研
究
』

(
同
朋
舎
、
一
九
八
五
年
)
参
照
。
こ
の
中
で
も
沼
仲
流
の
恩
蔭
改
革

に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
よ
り
詳
細
に
は
『
活
文
正
公
集
』
奏

議
上
「
奏
重
定
匡
僚
奏
薦
子
弟
親
戚
恩
津
事
」
お
よ
び
『
綴
資
治
通
鑑

長
編
』
巻
一
五
四
、
慶
暦
五
年
二
月
辛
卯
の
条
な
ど
を
参
照
。

(
日
)
玉
僧
度
を
は
じ
め
と
す
る
六
朝
士
大
夫
に
も
実
学
の
素
養
は
あ

り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
が
い
わ
ゆ
る
「
経
世
済
民
」
の
志
向
を

持
っ
て
い
た
こ
と
は
前
掲
註

(
1
)
安
田
氏
も
指
摘
す
る
通
り
で
あ

る
。
し
か
し
同
じ
「
経
世
済
民
」
と
は
言
い
な
が
ら
も
、
そ
の
内
容
や



背
景
と
す
る
社
会
の
あ
り
方
は
宋
代
と
は
お
の
ず
と
異
な
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
曽
国
務
の
家
警
に
お
い
て
は
「
訓
話
」
「
八
股
」

な
ど
伝
統
的
な
科
挙
の
学
問
を
修
め
る
よ
う
家
族
や
同
族
に
し
き
り

に
書
き
送
っ
て
い
る
。
し
か
し
時
代
は
既
に
科
挙
か
ら
近
代
的
な
学

問
へ
と
移
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
彼
の
家
書
は
菰

仲
流
の
家
書
と
相
い
通
じ
る
と
と
ろ
が
あ
り
な
が
ら
も
、
大
き
く
性

質
を
異
に
す
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
当
時
の
諸
氏
に
は
三

十
名
近
く
の
官
僚
が
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
中
で
高
官
に
上
っ
た
人
は

ほ
ん
の
一
握
り
で
あ
り
、
あ
と
の
人
々
は
比
較
的
低
い
官
職
に
つ
い

て
一
生
を
終
え
て
い
る
。
ま
し
て
や
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
官
僚
社
会
に

お
い
て
一
致
団
結
し
て
行
動
し
た
り
、
沼
氏
の
利
益
の
た
め
に
政
策

を
立
案
し
た
り
と
い
う
形
跡
は
全
く
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
時
代

の
士
大
夫
は
そ
れ
以
前
の
門
閥
貴
族
と
は
大
き
く
性
格
を
異
に
す

勝

る

。

億

(U)

沼
仲
流
と
郷
哉
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註

(9)
拙
稿
参

て

照

。

山
(
日
)
宋
代
の
士
大
夫
と
仏
教
に
つ
い
て
は
、
竺
沙
雅
章
『
中
園
僻
教
社
会

に
史
研
究
』
(
同
朋
舎
、
一
九
八
二
年
)
お
よ
び
同
氏
の
前
註

(3)
『宋

打
元
仰
教
文
化
史
研
究
』
参
照
。

家
(
凶
)
本
文
で
も
述
べ
た
通
り
、
曽
国
務
の
家
害
と
箔
仲
流
の
家
書
に
は
、

回
大
き
な
共
通
点
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
o
例
え
ば
、
郷
里
の
族
人

文
や
親
戚
・
郷
党
を
賑
わ
す
た
め
の
義
荘
を
設
け
た
い
と
い
う
記
述
や
、

市
祖
先
を
祭
る
た
め
の
洞
堂
を
し
っ
か
り
管
理
す
る
よ
う
に
と
い
っ
た

指
示
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
た
だ
、
曽
国
落
と
沼
仲
流
の
聞
で
も
八
百

年
以
上
の
開
き
が
あ
り
、
同
じ
近
世
宗
族
と
一
吉
っ
て
も
そ
と
に
は
お
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の
ず
と
速
い
が
あ
る
。
そ
の
最
も
大
き
な
速
い
は
沼
仲
流
の
生
き
た

宋
代
と
り
わ
け
北
宋
時
代
は
宗
族
と
言
っ
て
も
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
大
き

な
広
が
り
を
見
せ
て
お
ら
ず
、
ま
だ
ま
だ
萌
芽
な
い
し
端
緒
の
時
期

で
あ
っ
た
と
言
う
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
手
紙
の
中
に
も
見
え
る

よ
う
に
仲
流
が
出
し
た
指
示
の
多
く
は
、
こ
れ
か
ら
義
荘
や
洞
堂
、
族

譜
を
ど
の
よ
う
に
し
て
作
っ
て
い
く
か
と
い
う
基
礎
閤
め
、
あ
る
い

は
鳴
矢
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
主
僧
浸
「
誠
子
書
」
の

場
合
に
は
破
邪
の
王
氏
全
体
の
行
く
末
を
気
遣
う
よ
う
な
論
点
は
あ

ま
り
見
ら
れ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
自
分
の
子
供
に
対
す
る
指
示
や
憂
慮
に

終
始
し
て
い
る
感
が
強
い
。
そ
れ
は
こ
の
手
紙
自
体
が
そ
の
名
の
適

り
「
子
を
戒
め
る
書
」
で
あ
る
か
ら
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ

に
し
て
も
あ
ま
り
宗
族
全
体
に
目
が
向
い
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
一
氾
仲
流
や
曽
国
務
の
家
書
に
お
い
て
は
相
手
が
子
供
で
あ
ろ
う

と
兄
弟
で
あ
ろ
う
と
か
ま
わ
ず
、
い
た
る
所
に
一
族
全
体
を
維
持
し

よ
う
と
す
る
意
図
や
心
情
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
誠
子
書
」
で
は

こ
の
点
へ
の
言
及
が
あ
ま
り
な
い
。
六
朝
の
門
閥
貴
族
と
り
わ
け
第

一
級
の
名
族
た
る
浪
邪
の
王
氏
に
と
っ
て
、
一
族
が
全
滅
す
る
と
か

全
員
が
没
落
す
る
と
い
う
危
機
感
は
あ
ま
り
な
く
、
む
し
ろ
彼
ら
に

と
っ
て
重
要
な
の
は
、
王
氏
の
中
で
の
競
争
あ
る
い
は
陳
郡
の
謝
氏

な
ど
を
含
め
た
ほ
か
の
名
族
と
の
競
争
こ
そ
が
第
一
の
関
心
事
だ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
宋
以
後
の
宗
族
と
六

朝
時
代
の
宗
族
と
は
構
造
的
に
も
社
会
的
役
割
の
商
で
も
大
き
く
異

な
る
。
な
お
、
貌
晋
南
北
朝
時
代
の
宗
族
に
つ
い
て
は
前
註

(
1
)
安

田
論
文
、
お
よ
び
守
屋
美
都
雄
『
六
朝
門
閥
の
一
研
究
太
原
王
氏
系

譜
考
!
』
(
日
本
出
版
協
同
株
式
曾
社
、
一
九
五
一
年
)
、
】
Y
回
目
u
E
F
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叫，

FO
〉コ
ω件。。
E
E
n
司
自
己
日
目
。
同
開
凶
ユ
山
、
同
百
宮
口
凶
]
h
F
E凶
〉

n
g
m
m
E円四刷、。内耳
HOHν
。
ー
-
百
四
叶
mJ初
日
司
凶
日
出
山
、
円
自
己
『
口
仏
印
刷
。

C
E耳目一昨日、

p
o
F
H由
吋
∞
谷
川
道
雄
「
六
朝
時
代
の
宗
族
l
近
世
宗

族
と
の
比
較
に
お
い
て
|
」
(
『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
」
第
二

五
号
、
二

O
O
一
年
)
参
照
。

(
げ
)
端
的
に
言
え
ば
、
宋
以
後
の
宗
族
と
は
そ
う
し
た
「
家
格
」
や
家
柄

が
崩
壊
し
た
あ
と
に
、
基
本
的
に
は
対
等
の
個
人
や
個
別
家
族
が
集

ま
っ
て
新
た
に
再
構
築
し
た
社
会
的
な
集
団
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ

「
家
格
」
に
代
わ
る
一
族
の
証
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
義
荘
や

祭
固
さ
ら
に
は
族
譜
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
宋
以
後
の
宗
族
と
い

う
と
往
々
に
し
て
強
固
な
社
会
集
団
あ
る
い
は
「
中
間
団
体
」
「
共
同

体
」
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
当
を
得
た
も
の

で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
曽
国
藩
の
時
代
の
宗
族
は
そ

う
し
た
面
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
宋
代
と
り
わ
け

北
宋
時
代
の
宗
族
に
は
そ
の
よ
う
な
強
固
な
側
面
は
あ
ま
り
見
ら
れ

な
い
。
本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
箔
氏
は
比
較
的
広
い
範
囲
に
分
散

し
て
住
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
一
冨
っ
て
彼
ら
は
同
族
の
つ
き

あ
い
を
断
ち
切
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
手
紙
を
は
じ
め
人

や
モ
/
・
カ
ネ
な
ど
様
々
な
方
法
で
お
互
い
の
交
流
を
深
め
て
い
た
。

そ
の
意
味
で
、
当
時
の
宗
族
は
決
し
て
固
定
し
た
「
共
同
体
」
で
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、
ひ
と
び
と
が
各
自
の
利
益
に
応
じ
て
ゆ
る
や
か

に
つ
な
が
っ
て
い
る
一
種
の
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

を
つ
な
ぐ
重
要
な
手
段
の
一
つ
が
手
紙
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
活

仲
流
と
同
様
の
関
心
は
仲
流
だ
け
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
蘇
械
や

欧
陽
修
な
ど
同
時
代
の
士
大
夫
に
も
共
通
し
て
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
以
上
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
沼
氏
義
荘
の
諸
位
・
掌
管
人
・

文
正
位
に
つ
い
て
|
宋
代
に
お
け
る
宗
族
結
合
の
特
質
|
」
(
『
集
刊

東
洋
学
』
第
六
O
号
、
一
九
八
八
年
)
お
よ
び
前
註

(
9
)
制
稿
参
照
。

ま
た
、
宋
代
の
宗
族
全
般
に
つ
い
て
は
、
小
林
義
康
『
欧
陽
惰
そ
の

生
涯
と
宗
族
』
(
創
文
社
、
二

0
0
0年
)
、
お
よ
び
井
上
徹
「
中
国
の

宗
族
と
国
家
の
礼
制
』
(
研
文
出
版
、
二

0
0
0年
)
、
】
Y
回
巴
尚
喜

自己

H
F・4
『

E
g
p
同日
E
E匂
。
一
円
四

E
E
m
E
S
E
-』
宮

HE官

E-

Q
M凶
E
E
C
-
H由ち
W
Cロ
Z
q
ω
H
q
。
同
口
巴
見
。
E
E
H
M
Z
F
H
U∞
由
参

照
。
さ
ら
に
宋
代
の
家
族
と
宗
族
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
佐
竹
靖
彦

「
宋
代
の
家
族
と
宗
族
」
(
『
人
文
学
報
』
第
二
五
七
号
、
一
九
九
五
年
て

お
よ
び
大
津
正
昭
「
唐
宋
嬰
革
時
期
的
婚
姻
輿
家
族
」
(
中
華
民
国
史

専
題
第
五
届
討
論
会
抽
印
、
一
九
九
九
年
)
参
照
。

(
国
)
宋
学
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
楠
本
正
継
『
宋
明
時
代
儒
学
思
想
の
研

究
」
(
広
池
学
園
出
版
部
、
一
九
六
二
年
)
、
友
枝
龍
太
郎
『
朱
子
の
思

想
形
成
』
(
春
秋
社
、
一
九
六
九
年
)
、
市
来
津
由
彦
「
朱
藻
・
呂
祖
謙

諮
学
試
論
」
(
前
掲
『
宋
代
社
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
)
、
小
島
毅
『
宋

学
の
形
成
と
展
開
』
(
創
文
社
、
一
九
九
九
年
)
参
照
。
な
お
、
本
稿

で
述
ベ
る
沼
仲
流
か
ら
張
棋
、
朱
煮
に
至
る
ま
で
の
学
統
や
人
間
関

係
と
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
学
問
や
理
論
の
継
承
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
そ
れ
を
核
に
し
な
が
ら
も
よ
り
広
く
つ
な
が
っ
て
い
る
思
想

的
・
学
問
的
、
さ
ら
に
は
政
治
的
人
間
関
係
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

(
日
)
宋
代
に
お
け
る
沼
仲
流
の
評
価
と
朱
子
学
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
「
宋
代
蘇
州
の
活
文
正
公
洞
に
つ
い
て
」
(
『
柳
田
節
子
先
生
古
稀

記
念
・
中
国
の
伝
統
社
会
と
家
族
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
年
)
参
照
。



「活文正公家書Jについて(遠藤)

な
お
、
本
稿
に
掲
げ
た
朱
烹
の
政
文
に
あ
る
「
未
嘗
管
私
」
の
一
節
は
、

仲
流
が
お
い
に
宛
て
た
「
輿
中
舎
二
子
三
監
簿
四
太
祝
合
己
」
を
ふ

ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
『
朱
文
公
集
』
巻
八
十
一
「
践
菰
文
正

公
家
書
」
を
見
る
と
、
こ
の
文
章
は
主
と
し
て
仲
流
が
お
い
に
宛
て
た

手
紙
(
ニ
)
に
対
す
る
政
文
だ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
「
活
文
正
公
家
書
」

が
出
版
さ
れ
る
時
に
こ
れ
が
家
書
全
体
の
政
文
と
し
て
借
用
さ
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
仲
流
の
家

曹
が
朱
慕
の
政
文
を
伴
っ
て
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
本
稿
で
は
『
活
文
正
公
集
』
「
尺
服
」
に
記
さ
れ
た
政
文

を
底
本
と
し
た
。

(
却
)
た
だ
し
、
南
宋
以
後
に
な
る
と
「
尺
服
」
や
「
奏
議
」
が
独
立
し
て

出
版
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
正
集
」
「
別
集
」
と
と
も
に
印
刷
、
出
版

さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
ま
た
「
尺
服
」
「
奏
議
」
の
巻
数
に
つ
い
て
は

文
献
に
よ
っ
て
異
同
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
れ
は
数
え
方
の
違
い

で
あ
っ
て
、
内
容
の
違
い
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
静
嘉

堂
文
庫
お
よ
び
香
港
大
学
潟
平
山
図
書
館
所
蔵
の
宋
版
元
修
「
箔
文

正
公
集
』
で
は
、
現
行
の
四
部
議
刊
『
語
文
正
公
集
』
と
同
様
に
、
「
尺

股
」
一
ニ
巻
、
「
奏
議
」
ニ
巻
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
晃
公
武
「
郡
爾

読
書
志
』
巻
十
九
(
別
集
類
下
)
に
も
「
活
文
正
公
集
二
十
巻
、
別
集

四
巻
」
と
あ
り
、
『
文
献
適
考
』
巻
二
三
四
、
経
籍
六
一
(
別
集
)
に

も
「
郡
志
』
と
同
様
の
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
『
適
考
』

に
は
「
尺
服
」
に
つ
い
て
、
『
直
録
」
と
同
じ
説
明
が
付
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
宋
元
版
の
文
集
に
つ
い
て
は
『
静
嘉
堂
文
庫
宋
元
版
図
録
』
(
汲

古
書
院
、
一
九
九
二
年
)
、
お
よ
び
長
津
規
矩
也
『
宋
元
版
の
研
究
』

(
『
長
津
規
矩
也
著
作
集
』
第
三
巻
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
三
年
所
収
)
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を
参
照
。

(
幻
)
四
部
叢
刊
初
編
『
沼
文
正
公
集
』
の
内
容
構
成
は
正
集
二
十
巻
、
別

集
四
巻
の
ほ
か
政
府
奏
議
二
巻
、
尺
脱
三
巻
、
年
譜
一
巻
な
ど
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
前
註
(
初
)
で
も
述
べ
た
よ
う
に
宋
元
版
以
来
の

版
本
を
踏
襲
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
四
庫
全
書

に
収
め
ら
れ
る
『
活
文
正
公
集
』
の
内
容
は
「
正
集
」
「
別
集
」
お
よ

び
清
代
に
編
ま
れ
た
「
補
編
」
で
あ
り
、
四
部
設
刊
本
の
内
容
構
成
と

は
大
き
く
異
な
る
。
な
お
、
本
文
に
引
用
し
た
活
文
英
の
題
語
は
、
香

港
大
学
漏
平
山
図
書
館
所
蔵
の
宋
版
元
修
『
一
担
文
正
公
集
』
に
よ
る
。

ま
た
彼
の
事
跡
に
つ
い
て
は
『
諸
氏
家
来
』
(
左
編
)
巻
四
(
宗
子
停
)

「
元
将
仕
佐
郎
平
江
路
儒
撃
教
授
静
翁
公
侍
」
参
照
。

(
幻
)
宋
代
の
出
版
に
つ
い
て
は
、
小
島
毅
「
思
想
伝
達
媒
体
と
し
て
の
書

物
朱
子
学
の
「
文
化
の
歴
史
学
」
序
説
|
」
(
前
掲
『
宋
代
社
会
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
)
参
照
。

(
お
)
仲
掩
の
「
書
」
「
上
書
」
は
『
活
文
正
公
集
』
(
正
集
)
巻
七
か
ら
巻

九
に
収
め
ら
れ
、
全
部
で
十
七
帖
を
数
え
る
。
あ
て
先
は
仁
宗
や
劉
太

后
、
あ
る
い
は
張
知
白
、
王
曽
、
旦
口
夷
筒
、
長
殊
な
ど
時
の
宰
相
や
官

僚
、
時
に
は
西
夏
の
越
元
美
あ
て
の
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
も
文
書
の
形

式
と
し
て
は
広
義
の
書
簡
文
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
家
書
よ
り
も

公
的
で
よ
り
政
治
的
な
書
簡
と
言
え
る
。
ま
た
、
こ
の
文
集
に
は
「
輿

欧
静
香
」
「
輿
周
駿
推
官
書
」
な
ど
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
私
的
な
手
紙

も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
自
ら
の
思
想
や
文
学
上
の
主
張
を

述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
先
の
「
上
書
」
と
同
じ
く
む
し
ろ
第
三
者
に
読

ま
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
こ
の
書
簡
文

を
わ
ざ
わ
ざ
自
ら
の
手
で
自
ら
の
文
集
に
収
録
し
た
の
で
あ
り
、
後
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世
の
人
が
編
纂
し
た
家
書
と
は
大
き
く
性
格
を
異
に
す
る
。
同
様
の

こ
と
は
例
え
ば
朱
慕
な
ど
他
の
土
大
夫
に
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に

つ
い
て
は
別
途
に
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。




