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東
洋
文
化
講
座
・
シ
リ
ー
ズ
「
歴
史
学
と
史
資
料
―
文
献
史
学
と
考
古
学
の
視
点
か
ら
」
講
演
録

第
一
〇
一
回　

東
洋
文
化
講
座
（
二
〇
一
九
年
一
一
月
二
二
日
）

碑
文
の
製
作
／
再
解
釈
／
偽
造
か
ら
み
た
一
二
世
紀
か
ら
二
一
世
紀
の
中
国
華
北
社
会

飯　

山　

知　

保

た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
飯
山
と
申
し
ま
す
。
私
に

今
日
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
は
碑
文
に
つ
い
て
お
話
を
し
ろ
と
い
う
こ

と
で
、
山
西
省
と
い
う
地
域
の
一
つ
の
事
例
に
基
づ
い
て
、
碑
文
の

製
作
・
再
解
釈
・
偽
造
の
意
義
に
つ
い
て
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま

す
。ま

ず
、
ご
存
じ
の
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
厳
密
に
言
い
ま
す

と
碑
文
と
い
う
の
は
石
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
石
に
彫
ら
れ
て
い

る
文
章
の
こ
と
で
す
。
で
は
碑
文
が
刻
ま
れ
た
石
そ
の
も
の
は
何
と

い
う
か
と
い
う
と
、「
碑
」
あ
る
い
は
最
近
は
中
国
語
の
表
現
を
そ

の
ま
ま
使
っ
て
「
碑
刻
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ

の
講
演
の
タ
イ
ト
ル
の
つ
け
方
が
よ
く
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
日

お
話
を
す
る
の
は
、
碑
文
の
解
読
と
い
う
よ
り
も
、
モ
ノ
と
し
て
の

碑
刻
そ
の
も
の
が
そ
こ
に
存
在
す
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ

き
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
ど
の
史
料
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
す
が
、
碑
文
あ
る

い
は
碑
刻
と
い
う
の
は
、
設
立
さ
れ
た
当
初
の
ま
ま
の
文
脈
で
、
そ

の
ご
読
ま
れ
／
解
釈
さ
れ
続
け
る
こ
と
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
碑

刻
と
い
う
も
の
は
見
て
お
分
か
り
の
と
お
り
石
な
の
で
、
半
永
久
的

に
残
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
時
と
し
て
、
設
立

者
の
意
図
を
こ
え
て
、
碑
刻
と
い
う
モ
ノ
が
解
釈
さ
れ
る
可
能
性
を

生
み
ま
す
。
日
本
で
も
江
戸
時
代
後
期
以
降
、
碑
が
結
構
作
ら
れ
た

の
で
、
皆
さ
ん
の
お
住
ま
い
の
そ
ば
に
も
多
分
幾
つ
か
あ
る
と
思
い

ま
す
が
、
も
し
お
時
間
が
あ
っ
た
ら
内
容
を
読
ん
で
み
て
、
な
ぜ
こ

こ
に
あ
る
の
か
、
な
ぜ
こ
こ
に
今
置
か
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
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を
お
考
え
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

文
献
史
料
の
場
合
は
、
抄
写
・
印
刷
さ
れ
る
過
程
で
、
そ
の
内
容

が
変
更
さ
れ
る
可
能
性
が
常
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
そ
の
時
の
需
要

に
応
じ
て
字
を
足
し
た
り
引
い
た
り
、
内
容
を
か
な
り
変
え
る
こ
と

が
行
わ
れ
て
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
さ
れ
う
る
の
で
す
が
、
碑
文
に
は
そ
れ

が
基
本
的
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
碑
刻
は
紙
に
比
べ
て
永

遠
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
内
容
を

書
き
か
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
紙
よ
り
も
信
頼
に
足
る
史
料

で
あ
る
と
い
う
の
が
、
恐
ら
く
世
の
東
西
を
問
わ
ず
共
有
さ
れ
て
い

て
、
そ
れ
が
ゆ
え
に
碑
刻
は
製
作
者
の
意
図
を
超
え
た
形
で
利
用
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

具
体
的
な
お
話
に
移
っ
て
い
き
ま
す
と
、
今
回
考
察
の
対
象
と
す

る
の
は
北
中
国
で
す
。
南
と
北
が
ど
こ
か
と
い
う
の
は
い
ろ
い
ろ
問

題
が
あ
り
ま
す
が
、
華
北
と
も
呼
ば
れ
る
地
域
で
す
。
便
宜
的
に
モ

ン
ゴ
ル
と
東
北
地
方
は
外
し
て
お
話
を
し
た
い
の
で
す
が
、
そ
こ
で

一
二
～
一
四
世
紀
に
非
常
に
流
行
し
た
先
塋
碑
と
い
う
碑
刻
の
ジ
ャ

ン
ル
が
あ
り
ま
す
。
先
塋
と
い
う
の
は
祖
先
の
お
墓
と
い
う
意
味
で

す
。
ま
ず
今
日
の
お
話
の
順
序
と
し
て
は
こ
れ
が
な
ぜ
勃
興
し
た
の

か
と
い
う
お
話
を
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
統
治
と
絡
め
て
お
話
を
し
ま

す
。
そ
し
て
、
先
塋
碑
と
い
う
碑
刻
の
ジ
ャ
ン
ル
が
、
モ
ン
ゴ
ル
帝

国
の
中
国
放
棄
の
後
に
も
偽
造
さ
れ
る
の
で
す
が
、
な
ぜ
偽
造
さ
れ

た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、ひ
と
つ
の
事
例
を
中
心
に
お
話
し
し
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
れ
が
今
に
至
る
ま
で
ど
う
や
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か

と
い
う
こ
と
を
通
じ
て
、
一
二
～
二
一
世
紀
の
華
北
社
会
の
変
遷
と

い
う
こ
と
を
見
て
み
ま
す
。

山
西
省
北
部
に
あ
る
、
懸
空
寺
と
い
う
お
寺
を
ご
存
じ
で
す
か
。

崖
に
へ
ば
り
つ
く
よ
う
に
建
て
ら
れ
て
い
る
世
界
遺
産
の
お
寺
な
の

で
す
が
、
そ
の
同
じ
県
の
、
観
光
客
が
ま
ず
行
か
な
い
北
部
に
西
留

村
と
い
う
村
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
の
村
の
西
側
の
台
地
に
僕
が
知
っ

て
い
る
限
り
一
番
保
存
状
態
の
い
い
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
時
代
の
家
族
墓

が
あ
り
ま
す
。い
ま
で
も
一
二
基
の
碑
が
現
存
し
て
い
る
は
ず
で
す
。

僕
が
最
後
に
行
っ
た
の
は
五
～
六
年
前
な
の
で
、
も
う
盗
ま
れ
て
い

て
、
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。
そ
こ
に
、
一
二
九
九
年
に
立
て
ら

れ
た
、「
大
元
正
議
大
夫
浙
西
道
宣
慰
使
兼
行
工
部
尚
書
渾
源
孫
公

先
塋
碑
銘
」
と
い
う
碑
刻
が
あ
り
ま
す
。
見
た
目
は
、
お
そ
ら
く
は

よ
く
見
た
こ
と
が
あ
る
中
国
の
碑
だ
と
思
い
ま
す
が
、
内
容
は
か
な

り
違
い
ま
す
。
何
か
と
い
い
ま
す
と
、
普
通
こ
う
い
う
形
式
の
碑
刻

は
例
え
ば
神
道
碑
と
よ
ば
れ
、
お
墓
の
参
道
の
起
点
に
立
て
ら
れ
ま

す
。
神
道
碑
の
内
容
は
そ
こ
に
葬
ら
れ
て
い
る
故
人
の
実
績
を
記
録

す
る
も
の
で
、
要
は
ほ
ぼ
一
人
の
人
物
の
実
績
し
か
書
い
て
い
な
い

こ
と
が
多
い
で
す
。
そ
の
一
方
、
先
塋
碑
で
は
特
定
の
故
人
に
焦
点

が
当
て
ら
れ
ず
、
家
族
の
歴
史
の
叙
述
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
は
違
う
碑
で
す
が
、
右
側
が
家
族
の
歴
史
が
ず
っ
と
書
い
て

あ
っ
て
、
左
側
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
家
系
図
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

こ
の
時
代
に
南
中
国
で
は
族
譜
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
今
で
も
あ
る
冊

子
状
の
一
族
の
歴
史
の
史
料
が
普
及
し
始
め
る
の
で
す
が
、
北
中
国
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に
は
ほ
ぼ
な
い
ん
で
す
ね
。中
国
の
歴
史
を
通
じ
て
の
こ
と
で
す
が
、

特
に
北
中
国
の
人
は
石
が
好
き
で
す
。
重
要
な
情
報
は
石
に
彫
る
こ

と
が
多
い
の
で
す
が
、
南
中
国
の
人
は
紙
の
ほ
う
を
選
ぶ
傾
向
が
あ

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
理
由
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
先
塋

碑
も
ほ
ぼ
北
中
国
に
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

簡
単
な
年
表
を
書
く
と
、
ま
ず
北
中
国
で
は
一
一
二
七
年
に
北
宋

と
い
う
国
が
滅
び
ま
し
て
、
北
か
ら
や
っ
て
き
た
女
真
人
の
金
と
い

う
国
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
一
二
三
四
年
に
女
真
人
は
モ
ン
ゴ
ル

に
滅
ぼ
さ
れ
ま
す
。
二
世
紀
の
間
に
二
回
北
か
ら
攻
め
て
く
る
人
た

ち
に
王
朝
が
滅
ぼ
さ
れ
る
こ
と
が
起
き
る
の
で
す
が
、
モ
ン
ゴ
ル
の

征
服
以
前
に
、
先
塋
碑
を
建
て
た
の
は
ほ
ぼ
平
民
た
ち
で
し
た
。
科

挙
に
受
か
っ
て
官
位
を
持
っ
て
い
る
よ
う
な
人
た
ち
は
、
先
塋
碑
を

立
て
ま
せ
ん
で
し
た
。
同
時
代
の
あ
る
碑
刻
に
よ
れ
ば
、
先
塋
碑
は

「
礼
に
合
致
し
な
い
の
で
は
」
と
い
う
不
安
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
は
、
庶
民
が
墓
石
に
自
分
の
系
図
を
刻
む
習
慣
が
先
塋
碑
と

い
う
碑
刻
ジ
ャ
ン
ル
の
出
発
点
だ
っ
た
の
で
す
が
、
モ
ン
ゴ
ル
の
征

服
以
降
は
、
ほ
ぼ
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
官
位
所
有
者
が
立
て
る

よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。
数
も
激
増
し
ま
す
。
こ
れ
を
ど
う
い
う
ふ

う
に
解
釈
を
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

こ
れ
は
碑
文
を
一
つ
一
つ
読
む
と
何
と
な
く
分
か
る
の
で
す
が
、

モ
ン
ゴ
ル
の
支
配
下
で
官
位
を
得
た
人
た
ち
の
祖
先
は
、
ほ
と
ん
ど

が
平
民
だ
っ
た
ん
で
す
。
つ
ま
り
科
挙
を
受
け
る
よ
う
な
人
た
ち
で

は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
モ
ン
ゴ
ル
が
攻
め
て
き
て
二
〇
年
間
戦
争

が
起
こ
る
と
、
そ
の
時
に
機
会
を
つ
か
ん
で
モ
ン
ゴ
ル
の
軍
隊
に
参

加
し
、
新
し
く
官
位
を
も
ぎ
と
っ
た
人
た
ち
が
次
の
時
代
の
エ
リ
ー

ト
層
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
な
の
で
、
恐
ら
く
こ
の
碑
の
勃
興

は
モ
ン
ゴ
ル
の
侵
攻
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
俗
だ
と
思
わ
れ
て
い
た

習
慣
が
新
し
い
エ
リ
ー
ト
層
の
勃
興
に
よ
っ
て
正
統
的
な
文
化
に
変

わ
っ
て
い
く
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
モ
ン
ゴ
ル
の
統
治
の
原
則
と
し
て
、
譜
代
関
係
の
重
視
が

あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
何
世
代
に
わ
た
っ
て
モ
ン
ゴ
ル
に
仕
え
て
い

る
の
か
が
そ
の
人
の
政
治
的
な
地
位
を
決
め
る
習
慣
が
あ
っ
た
ん
で

す
ね
。
な
の
で
、
チ
ン
ギ
ス
カ
ン
の
時
代
か
ら
仕
え
て
い
る
人
は
、

そ
の
後
の
時
代
か
ら
仕
え
始
め
た
人
よ
り
は
政
治
的
な
地
位
が
高
い

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
モ
ン
ゴ
ル
時
代
は
、
科
挙
の
重
要
性

が
そ
の
他
の
時
代
に
く
ら
べ
て
低
か
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の

理
由
の
一
つ
に
は
、
譜
代
の
臣
従
関
係
に
よ
っ
て
官
僚
を
補
充
し
て

い
た
の
で
、
科
挙
は
そ
ん
な
に
必
要
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
父
か
ら
息
子
へ
の
譜
代
関
係
を
証
明
す
る
際
に
は
、
系
図

を
提
示
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
先
塋
碑
は
、
拓
本
を
と
れ
ば
す

ぐ
に
系
図
に
な
る
の
で
、
便
利
な
系
図
の
保
存
媒
体
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
し
か
も
碑
文
で
す
か
ら
、
紙
よ
り
も
耐
久
性
に
優
れ
た
保
存

媒
体
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
勃
興
が
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
統
治
原
則
と
密
接

な
関
係
が
あ
っ
た
た
め
、
当
然
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
す
が
、
モ
ン
ゴ

ル
帝
国
が
滅
び
る
と
、
先
塋
碑
の
数
は
減
少
し
ま
す
。
し
か
し
、
碑
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に
系
譜
を
刻
み
続
け
る
こ
と
は
、
そ
の
後
の
時
代
に
も
残
っ
て
い
き

ま
す
。
科
挙
に
受
か
る
よ
う
な
高
位
高
官
は
も
う
先
塋
碑
を
立
て
る

こ
と
は
少
な
く
な
る
の
で
す
が
、
村
の
偉
い
人
や
県
レ
ベ
ル
の
有
力

者
は
明
以
降
も
先
塋
碑
を
立
て
続
け
て
い
き
ま
す
。

よ
う
や
く
本
題
に
入
り
ま
す
が
、
山
西
省
北
部
の
代
県
と
い
う
と

こ
ろ
に
、
楊ヨ
ウ

家カ

祠シ

堂ド
ウ

と
い
う
場
所
が
あ
り
ま
す
。
山
西
省
は
日
本
か

ら
そ
う
行
き
や
す
い
と
こ
ろ
で
も
な
い
で
す
し
、
こ
こ
に
旅
行
で
行

く
人
は
少
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
代
県
で
は
主
要
な
観
光
地
で
す
。

祠
堂
と
い
う
の
は
一
族
の
位
牌
を
置
く
場
所
で
す
。
そ
の
一
族
に
属

し
て
い
る
人
の
先
祖
の
位
牌
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
位
牌

が
あ
る
人
の
子
孫
が
同
じ
一
族
の
メ
ン
バ
ー
だ
と
確
認
す
る
場
所
で

す
ね
。
見
た
感
じ
、
も
し
皆
さ
ん
が
広
東
省
や
そ
の
ほ
か
の
南
方
中

国
の
諸
地
方
に
行
か
れ
て
祠
堂
を
ご
ら
ん
に
な
る
こ
と
が
こ
れ
か
ら

あ
る
と
す
れ
ば
、
規
模
は
決
し
て
大
き
く
な
い
こ
と
が
お
分
か
り
に

な
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
北
中
国
で
は
か
な
り
立
派
な

祠
堂
で
す
。
そ
も
そ
も
北
中
国
に
は
祠
堂
と
い
う
も
の
は
あ
ま
り
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
最
初
の
疑
問
は
な
ぜ
こ
の
家
系
は
祠
堂
を

建
て
て
、
宗
族
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
大
規
模
な
親
族
集
団
を
形
成
し

た
の
か
。
な
ぜ
ほ
か
の
家
系
は
で
き
な
か
っ
た
の
か
、
し
な
か
っ
た

の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
事
例
が
さ
ら
に
面
白
い
の
は
、
楊
家
将
が
祖
先
と

い
う
、
こ
の
人
た
ち
の
祖
先
伝
承
で
す
。『
楊
家
将
演
義
』
と
い
う
、

『
三
国
志
』『
水
滸
伝
』
の
よ
う
な
小
説
が
あ
り
ま
す
。
楊
氏
と
い
う
、

北
宋
時
代
に
実
在
し
た
武
将
の
一
族
が
、
契
丹
と
い
う
北
方
の
人
々

と
世
代
を
超
え
て
戦
い
続
け
る
話
で
す
。

私
が
楊
家
祠
堂
に
初
め
て
行
っ
た
の
は
八
年
く
ら
い
前
で
す
。
前

置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
今
日
皆
さ
ん
に
お
見
せ
す
る
の
は
こ

の
祠
堂
に
展
示
さ
れ
る
碑
刻
で
す
。
便
宜
的
に
四
つ
ま
で
番
号
を
ふ

り
ま
す
が
、
こ
の
中
の
②
と
い
う
碑
が
一
三
二
九
年
の
日
付
を
持
っ

て
い
て
、
自
分
た
ち
は
楊
家
将
の
子
孫
だ
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
な

の
で
、
こ
の
場
所
は
今
で
も
一
三
世
紀
に
つ
く
ら
れ
た
楊
家
将
の
子

孫
の
祠
堂
だ
と
公
式
に
認
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
僕
が
知
ら
な

か
っ
た
の
は
①
番
と
い
う
一
番
小
さ
い
碑
が
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
①

か
ら
③
ま
で
の
三
つ
の
碑
の
拓
本
を
持
っ
て
き
た
の
で
、
皆
さ
ん
に

見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
多
分
、
①
と
②
は
一
目
で
碑
文

の
ス
タ
イ
ル
が
違
う
こ
と
が
分
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
ほ
か
に
ス
タ

イ
ル
以
外
に
何
が
違
う
か
と
い
う
の
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
①
の
特
徴
と
し
て
、
②
と
く
ら
べ
て
碑
文
の
風
化
が
か
な
り

進
ん
で
い
ま
す
。
日
付
は
一
三
二
四
年
に
な
っ
て
い
ま
す
。
他
方
、

そ
の
五
年
後
に
作
成
さ
れ
た
は
ず
の
②
は
、
八
百
年
経
っ
て
も
碑
文

が
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
①
の
碑
は
、
砂
岩
と
呼
ば
れ
る

一
番
安
い
、
雨
に
打
た
れ
る
と
風
化
が
激
し
い
石
材
で
作
ら
れ
て
い

ま
す
。
②
番
は
花
崗
岩
で
す
が
、
こ
の
地
域
で
は
採
れ
な
い
ん
で
す

ね
。
な
の
で
、
こ
れ
は
か
な
り
遠
い
と
こ
ろ
か
ら
持
っ
て
来
た
の
で

高
か
っ
た
は
ず
で
す
。
材
質
だ
け
で
い
う
と
五
年
の
う
ち
に
こ
の
人
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た
ち
が
突
然
お
金
持
ち
に
な
っ
た
っ
て
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。
あ
と

は
内
容
で
す
。
①
に
は
楊
家
将
が
一
切
出
て
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

②
で
は
最
初
の
行
か
ら
、
我
々
の
一
族
は
宋
の
楊
家
将
の
子
孫
だ
と

い
う
の
か
ら
書
き
出
し
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
五
年
の
う
ち
に
こ
の

一
族
に
何
が
あ
っ
た
の
か
で
し
ょ
う
か
。
内
容
的
に
は
、
①
番
の
碑

は
太
婦
人
と
呼
ば
れ
る
人
が
今
際
の
際
に
二
人
の
息
子
に
「
別
居
す

る
な
、
一
族
は
絶
対
に
一
緒
に
住
ま
な
く
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う

こ
と
を
言
っ
て
、
も
し
将
来
的
に
財
産
を
分
配
す
る
よ
う
な
者
が
あ

ら
わ
れ
た
ら
、
こ
の
碑
刻
を
裁
判
の
証
拠
に
使
え
と
い
う
こ
と
が
書

い
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
方
、
②
は
楊
氏
の
一
族
が
楊
無
敵
、
す
な

わ
ち
楊
業
と
い
う
楊
家
将
の
始
祖
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
が
書
い
て
あ

り
ま
す
。
そ
の
系
譜
を
記
し
た
後
に
、
各
地
の
お
墓
の
場
所
が
列
挙

さ
れ
ま
す
。
こ
の
碑
文
の
半
分
か
ら
左
側
は
ど
こ
そ
こ
に
ど
れ
く
ら

い
の
広
さ
の
墓
地
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ず
っ
と
書
い
て
あ
る
だ
け

で
す
。
そ
の
後
、
四
川
、
貴
州
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
一
族
が
い
る
こ

と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

②
が
偽
造
で
あ
る
雰
囲
気
が
濃
厚
な
の
で
す
が
、
当
然
何
が
そ
の

背
景
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
か
の
文
献
史
料
を
使
っ
て
確

か
め
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
碑
文
は
、
文
献
史
料
な
ど
そ
の
他
の
状

況
証
拠
と
合
わ
せ
て
分
析
し
て
初
め
て
、
そ
の
価
値
が
十
分
に
わ
か

る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
重
そ
う
に
見
え
て
も
こ

の
く
ら
い
の
大
き
さ
の
碑
刻
な
ら
三
人
く
ら
い
で
、
梃
子
の
原
理
を

使
え
ば
動
か
せ
る
の
で
、
誰
か
が
何
ら
か
の
主
張
の
た
め
に
碑
刻
を

動
か
す
と
い
う
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
文
献
史
料
と
比
較
す
る
と
、
②
番
の
こ
の
碑
刻
の
系
譜
は

お
か
し
い
で
す
。
楊
業
と
い
う
人
は
一
〇
世
紀
に
実
在
し
た
人
で
す

が
、
お
父
さ
ん
の
名
前
は
当
時
の
史
料
だ
と
「
信
」
と
い
う
字
な
の

で
す
が
、
こ
の
碑
文
だ
と
「
滾
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。
松
浦
智
子
さ

ん
と
い
う
研
究
者
に
よ
れ
ば
、
そ
の
息
子
た
ち
の
名
前
も
、
ほ
と
ん

ど
一
六
世
紀
の
小
説
に
基
づ
い
た
名
前
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま

り
、
通
俗
小
説
で
出
現
す
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
こ

の
碑
に
は
実
在
の
人
物
と
し
て
出
て
き
ま
す
。

で
は
な
ぜ
、
一
六
世
紀
に
、
通
俗
小
説
の
内
容
に
基
づ
い
て
②
を

偽
造
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
恐
ら
く
は
ヒ
ン
ト
に
な

る
の
は
、
こ
こ
に
ず
っ
と
書
い
て
あ
る
墓
地
の
場
所
で
す
。
こ
れ
を

最
初
に
注
目
さ
れ
た
の
は
僕
で
は
な
く
て
山
東
大
学
の
韓
朝
建
先
生

な
の
で
す
が
、
明
の
時
代
に
は
里
甲
制
と
い
う
制
度
が
あ
っ
て
、
建

前
上
は
自
分
の
属
し
て
い
る
里
の
外
に
土
地
を
持
っ
て
は
い
け
ま
せ

ん
で
し
た
。
た
だ
例
外
的
に
、
そ
れ
が
前
の
王
朝
の
時
代
か
ら
あ
る

祖
先
代
々
の
墓
地
で
あ
れ
ば
合
法
的
に
所
有
で
き
た
の
で
す
。
そ
れ

を
ふ
ま
え
て
、
②
に
列
挙
さ
れ
る
墓
地
の
総
面
積
を
見
て
み
る
と
、

当
時
の
代
県
の
耕
作
可
能
な
土
地
の
一
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
相
当

し
ま
す
。
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
当
時
楊
氏
が
居
住
し
て
い
た
里
の
外

に
あ
り
ま
す
。

一
六
世
紀
に
も
な
る
と
、
里
甲
制
が
弛
緩
し
て
き
て
、
自
分
の
里

の
外
に
土
地
を
持
つ
こ
と
が
普
通
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
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明
は
違
法
の
土
地
所
有
の
摘
発
と
課
税
を
行
い
始
め
ま
す
。
お
そ
ら

く
②
が
偽
造
さ
れ
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
年
代
に
あ
た
っ
て
い
ま

す
。
実
は
、
②
の
右
側
に
建
っ
て
い
る
③
番
目
の
碑
が
一
五
五
〇
年

の
日
付
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
字
体
も
石
の
質
も
全
く
②
と
一

緒
で
す
。
こ
の
た
め
、一
番
可
能
性
の
あ
る
②
碑
の
偽
造
の
年
代
は
、

多
分
一
六
世
紀
の
半
ば
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
改
革
が

行
わ
れ
て
い
て
、
こ
の
ま
ま
だ
と
自
分
の
里
の
外
に
持
っ
て
い
る
土

地
が
徴
税
対
象
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
っ
た
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
結
果
的
に
、
こ
の
一
族
は
土
地
の
継
続
所
有
に

成
功
し
、
そ
れ
は
明
の
滅
亡
後
も
ず
っ
と
続
き
ま
し
た
。
そ
の
間
、

祠
堂
は
拡
張
を
繰
り
返
さ
れ
て
今
に
至
り
ま
す
。

当
然
疑
問
に
思
う
の
は
、
な
ぜ
①
②
③
を
並
べ
て
展
示
し
て
い
る

の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
①
番
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
る
人

が
見
れ
ば
②
は
偽
造
だ
と
わ
か
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で

す
。
こ
れ
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
初
め
に
、
台
湾
の
世
界
楊
氏
協
会

の
楊
さ
ん
と
い
う
人
が
こ
こ
に
来
て
、
お
金
を
出
し
て
祠
堂
を
修
復

し
た
際
に
、
こ
れ
ら
碑
刻
を
ま
と
め
て
展
示
す
る
こ
と
に
し
た
か
ら

で
す
。
も
と
も
と
は
当
然
、
一
緒
に
は
立
て
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ん

で
す
ね
。

こ
の
事
例
が
と
て
も
お
も
し
ろ
い
の
は
、
偽
造
が
良
い
悪
い
と
い

う
評
価
と
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
偽
造
が
必
要
だ
っ
た
の
か
、

偽
造
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
僕
ら
は
そ
の
時
代
の
人
た
ち
が
ど
う
い

う
問
題
に
直
面
し
た
の
か
が
分
か
る
か
ら
で
す
。
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
時

代
、
モ
ン
ゴ
ル
に
臣
従
し
て
う
ま
く
い
っ
た
人
た
ち
が
、
明
の
時
代

に
は
没
落
し
ま
す
。
そ
の
後
、
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
楊
氏
と
直
接
の
血

縁
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
で
す
が
、
楊
姓
の
人
々
が
何

と
か
経
済
力
を
つ
け
て
、
い
ろ
い
ろ
な
土
地
を
買
っ
た
あ
と
に
、
新

し
い
税
制
改
革
が
起
き
て
困
難
に
直
面
し
た
際
に
、
も
と
も
と
あ
っ

た
碑
刻
を
利
用
し
て
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
と
い
う
わ
け
で

す
。
②
に
出
て
く
る
人
名
や
官
職
名
な
ど
の
語
彙
は
、
多
く
①
に
出

て
き
ま
す
。
②
を
作
成
し
た
人
々
は
、
か
な
り
効
果
的
に
①
を
利
用

し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
う
し
た
事
例
は
少
な
か
ら
ず
あ
り
ま
す
。
少
し
話
が
そ
れ
て
し

ま
い
ま
す
が
、
僕
ら
が
知
っ
て
い
る
中
国
の
歴
史
は
南
中
国
の
歴
史

が
圧
倒
的
に
多
い
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
北
中
国
は
文
献
史
料
が

す
ご
く
少
な
い
か
ら
で
す
。
一
〇
世
紀
以
降
、
南
中
国
の
社
会
が
ど

う
な
っ
た
か
と
い
う
の
は
結
構
分
か
っ
て
い
て
、
王
朝
交
替
を
こ
え

た
様
々
な
連
続
性
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
一
方
、
こ
の
碑
が
示
し
て
い
る
の
は
、
ま
ず
金
か
ら
元
の
交

替
期
に
、
北
中
国
で
は
官
僚
を
出
す
よ
う
な
家
系
の
大
幅
な
変
化
が

あ
っ
た
こ
と
で
す
。
右
側
の
碑
に
書
か
れ
て
い
る
こ
の
人
た
ち
は
金

の
時
代
の
祖
先
が
ど
う
だ
っ
た
か
は
一
切
書
い
て
お
ら
ず
、
官
僚
の

家
系
で
あ
っ
た
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
モ
ン
ゴ
ル
が
来
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
う
し
た
人
た
ち
が
、
前
の
社
会
的
な
支
配
層
が
没
落
し
た
後

に
新
し
く
支
配
層
に
な
る
ん
で
す
。
た
だ
、
こ
の
人
た
ち
も
モ
ン
ゴ

ル
が
去
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
没
落
し
ま
す
。
そ
の
後
、
勃
興
し
た
の
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は
新
し
い
支
配
に
順
応
し
た
人
た
ち
で
し
た
。
清
代
の
北
中
国
の
文

献
史
料
、
と
く
に
家
譜
は
、
一
番
古
く
て
も
明
く
ら
い
ま
で
し
か
そ

の
祖
先
を
遡
ら
な
い
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
こ
れ
は
多
分
当
た
り
前

な
ん
で
す
ね
。
南
の
常
識
で
北
を
見
る
と
な
ぜ
明
以
前
の
こ
と
を
書

い
て
い
な
い
の
か
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
繰
り
返
し
断
絶
が

あ
っ
た
の
で
す
。
た
だ
、
碑
は
残
っ
て
い
る
の
で
、
新
し
い
支
配
者

層
に
な
っ
た
人
た
ち
も
何
か
を
す
る
時
は
前
の
時
代
の
碑
を
利
用
す

る
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
断
絶
の
実
像
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と

も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

今
日
お
話
し
し
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
碑
刻
は
他
の
文
献
と
何

が
違
う
か
と
い
う
と
、
言
っ
て
み
れ
ば
永
続
性
で
す
。
ず
っ
と
続
い

て
い
く
ん
だ
、
残
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
作
ら
れ
る
か

ら
、
読
む
側
も
そ
れ
を
前
提
に
し
て
読
む
し
、
偽
造
す
る
側
は
そ
れ

を
前
提
と
し
て
偽
造
し
ま
す
。
当
然
、
書
籍
を
偽
造
し
て
系
譜
を
捏

造
す
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
す
が
、
恐
ら
く
は
碑
刻
の
ほ
う
が
説
得

力
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
ま
す
。特
に
今
日
取
り
上
げ
た
事
例
で
は
、

①
と
い
う
土
台
に
す
る
素
材
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
使
っ
た
と
い

う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

一
三
二
四
年
の
碑
刻
が
立
て
ら
れ
た
目
的
は
、
モ
ン
ゴ
ル
に
仕
え

る
官
員
た
ち
の
系
譜
を
保
存
す
る
こ
と
と
、
訴
訟
の
時
に
誰
が
家
族

の
正
規
の
一
員
な
の
か
を
残
す
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
モ
ン
ゴ
ル

時
代
が
終
わ
っ
た
後
で
は
、
そ
ん
な
目
的
で
使
わ
れ
た
わ
け
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
作
っ
た
人
に
は
申
し
わ
け
な
い
で
す
が
、
そ

の
本
来
の
用
途
は
と
っ
く
の
昔
に
忘
れ
ら
れ
て
い
て
、
た
だ
碑
刻
に

永
続
性
が
あ
る
の
で
他
の
用
途
に
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
の
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
の
中
に
も
碑
刻
が
多
分
ど
こ
か
に
あ

る
と
思
い
ま
す
。
誰
が
作
っ
た
の
か
分
か
ら
な
い
で
す
が
、
そ
う
し

た
碑
刻
が
設
立
者
た
ち
の
思
惑
ど
お
り
に
使
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う

と
、
多
分
そ
う
い
う
こ
と
は
稀
だ
と
思
い
ま
す
。
今
の
学
校
の
人
た

ち
が
思
っ
た
と
お
り
に
碑
文
は
置
か
れ
て
い
て
、
受
容
さ
れ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
が
二
十
年
、
三
十
年
経
っ
て
、
そ
の
碑

が
持
つ
価
値
が
変
わ
っ
て
き
た
場
合
は
、
校
門
の
入
り
口
に
移
さ
れ

る
可
能
性
も
あ
る
わ
け
で
す
。
な
の
で
、
最
後
で
す
が
、
特
に
碑
を

理
解
す
る
時
は
碑
文
だ
け
読
む
の
は
よ
ろ
し
く
な
い
と
思
い
ま
す
。

碑
文
だ
け
読
ん
で
も
、
碑
刻
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
の
意
味
の
半
分
く

ら
い
し
か
分
か
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

早
い
で
す
が
、
こ
れ
で
終
わ
っ
て
大
丈
夫
で
す
か
。
ど
う
も
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
了
）


