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は

じ

め

に
ー
ー
問
題
の
所
在
i

　
小
中
学
校
の
歴
史
の
教
科
書

の
後
ろ
に
付
い
て
い
た
年
表
の
、　
「奈
良
時
代
」

と
書
か
れ
た
青
い
帯

か
ら

「
平
安
時
代
」
と
書
か
れ
た
赤
い
帯
に
変
わ
る
、
九
世

紀
の
始
ま
り
は
丁
度
そ
の
代
わ
り
目
の
線
に
当
た
る
。
年
表
に
線
の
引
か
れ
た
そ

の
日
か
ら
社
会
が

一
変
し
て
新
し
い
時
代
に
な

っ
た
と

い
う

の

で
は
勿
論
な
い

が
、
都
を
奈
良
か
ら
京
都

に
遷
し
た
桓
武
朝
、
京
都

(
平
安
京
)
を
都
と
こ
の
先

も
定
め
た
嵯
峨
朝
の
朝
廷
側

に
は
、
時
代
の
節
目
と
な
る
意
識
が
働

い
て
い
た
こ

と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
じ

っ
さ
い
桓
武
朝
は
、
律
令
制
の
再
建
が
な
さ
れ
た
時
期

と
さ
れ
、
九
世
紀

は
政
治
を
は
じ
め
社
会
経
済
文
化
等
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
画
期
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

な
る
時
代
と
見
做
さ
れ
て
い
る
。
新
し
い
時
代

へ
の
過
渡
期
、
社
会
が
変
貌
し
て

い
く
中
、
日
本
人

の
対
外
意
識
は
ど
う
で
あ

っ
た
の
か
。
九
世
紀
は
日
本
に
お
け

る
対
外
意
識
形
成

の
軌
跡
を
知
る
上
で
、
画
期
と
な
る
時
代
の
一
つ
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
対
外
意
識
を
考
え
る
場
合
、
外
交
と
内
側
に
在
住
し
て
い
る
出
自

の
人
々
に
対

す
る
処
遇
と
い
う
外
と
内

の
二
つ
の
面

か
ら
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
う
ち

今
回
は
内
側

の
、
日
本
に
在
住
し
て
い
る
外
国
出
自
の
人

々
、
す
な
わ
ち
渡
来
系

氏
族
に
対
す
る
意
識
を
取
り
上
げ
る
。

田
中
史
生
氏
に
よ
る
と
、
渡
来
直
後
は
姓

名

の
前

に

「○
○

(出
自
国
)
人
」
と

い
う
表
記
が
つ
き
、
行
政
思
想
上
帰
化
し

て
い
た
と
し
て
も
い
ま
だ
日
本
の
風
俗
に
な
じ
ま
な
い
者
と
い
う
意
識
が
窺
わ
れ

る
が
、
二
世
か
ら
三
世
代
後

に
は
等
し
く

「○
○
人
」

と

い
う
表
記
は
な
く
な

り
、
日
本
の
風
俗

(
「和
俗
」
)
に
溶
け
込
ん
だ
存
在
と
み
る
意
識
が
み
ら
れ
る
と

　

　

い
う
。
当
時
ど
こ
ま
で
が
よ
そ
も

の
即
ち

「外
」
で
、
ど
こ
か
ら
が

「内
」
な
の

か
、
そ
れ
は
立
場
や
対
象
に
よ

っ
て
異
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
明
確
な
境
界
線
を

引
く
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
同
時
代
の
九
世
紀

に
新
羅
か

ら
渡
来
し
た
人
々
と
、
何
世
紀
も
前
、
田
中
氏
の
指
摘
の
視
点
か
ら
い
う
と
、
二

世
、
三
世
代
以
上
前
に
渡
来
し
て
日
本
に
居
を
構
え
て
い
る
人

々
と
で
は
分
け
て

考
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
前
者

の
こ
の
時
期
大
量
に
渡
来
し
て
き
た
新
羅
人
に
対
し
て
は
、
新
羅
と
の
外

交
関
係
が
直
接
作
用
し
て
く
る
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
が

ど
う
対
さ
れ
た
か
は
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
内
と
外
と
の
境
界
線
を
考
え
る
上
で

も
留
意
さ
れ
る
べ
き
点
で
あ
る
。
ま
た
外
的
要
因
が
直
接
影
響
す
る
前
者
に
比
べ

て
内
的
要
因

の
影
響
を
映
し
や
す
い
と
い
え
る
。
新
し
い
時
代

へ
の
過
渡
期
、
日

本
の
社
会
が
変
貌
し
て
い
く
中
で
生
じ
た
意
識
を
窺
う
と
い
う
意
味
で
、
こ
こ
で

は
特

に
後
者

の
以
前
か
ら
日
本
に
在
住
し
て
い
る
渡
来
系
氏
族

の
人
々
を
対
象
に

考
察
を
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
せ
い

　
さ
ら
に
考
察
は
姓
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
を
通
し
て
行
う
こ
と
と
す
る
。
上
述
し
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窓史

た
よ
う
に
、
九
世
紀

は
そ
れ

ま

で
律
令
制
を
基
と
し
た
古
代
国
家
が
変
貌
を
と

げ
、
再
編
が
意
図
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
律
令
制
国
家
は
班
田
収
授
の
法
を
も
と

に
個
別

の
人
身
支
配
を
通
し
た
税
収
が
基
に
な

っ
て
い
る
。
そ
の
個
別
人
身
支
配

を
意
図
し
た
も
の
が
戸
籍
で
あ
り
、
戸
籍

に
他
者
と
区
別
し
た
個
人
の
特
定
を
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

的
に
付
さ
れ
た
の
が
古
代
に
お
け
る
律
令
的
姓
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
も
う

一

方
で
律
令
制
は
太
政
官
制
に
拠
る
官
人
層
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
特

色
と
す
る
が
、
そ
の
官
人
社
会
の
秩
序

を
表
す
標

の
一
つ
が
律
令
的
姓
に
含
ま
れ

る
カ
バ
ネ
で
あ
る
。
天
皇
は
カ
バ
ネ
を
含
ん
だ
姓
を
各
人
に
賜
与
す
る
。
中
央
の

氏
に
与
え
ら
れ
た
カ
バ
ネ
の
忌
寸
以
上

は
従
五
位
以
上
賜
与
の
階
層
と
符
合
す
る

貴
族
で
あ
り
、

官
人
層
の
上
下
集
団
は
個

々
に
与
え
ら
れ
る
位
階
、

官
職

の
ほ

か
、
個
人
よ
り
広
い
同
族
と
い
う
範
囲

に
与
え
ら
れ
る
カ
バ
ネ
に
よ

っ
て
も
秩
序

が
表
さ
れ
る
。
姓
は
、
律
令
制

に
お
け
る
人
民
支
配
と
官
人
秩
序
把
握
に
お
い
て

重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
と
い
え
る
。
姓
に
関
わ
る
意
識
の
変
化
は
す
な
わ
ち

社
会
的
意
識
の
変
化
の
一
面
を
映
す
と
い
え
よ
う
。

　
周
知
の
よ
う
に
九
世
紀
初
頭
に
は
、
広
く
諸
国
に
対
し
て
諸
氏
の
本
系
帳
の
提

出
が
命
ぜ
ら
れ
、
そ
の
成
果
と
し
て
勅
撰

の
氏
族
系
譜
の

『
新
撰
姓
氏
録
』
が
編

纂
さ
れ
る
。
当
時
に
お
け
る
姓
政
策

の

一
大
事
業
で
あ
る

『
新
撰
姓
氏
録
』
の
編

纂
を
軸
に
、
姓
関
連
に
み
ら
れ
る
意
識
を
追
い
、
渡
来
系
氏
族
と
の
繋
が
り
、
そ

こ
か
ら
推
察
さ
れ
る
社
会
的
な
位
置

に
つ
い
て
考
察
を
お
こ
な
う
。

一　

『
新
撰
姓
氏
録
』

の
構
成

1
　
　『
新
撰
姓
氏
録
』
の
編
纂

延
暦
十
八
年

(
七
九
九
)
以
下
の
よ
う
な
勅
が
出
さ
れ
た
。

　
勅
　
天
下
臣
民
　
氏
族
已
衆

或
源
同
流
別

或
宗
異
姓
同

欲

レ
據

二
譜

牒

一

　
　
多
経
二改
易
一

至
レ検
二
籍
帳
一

難
レ弁
二
本
枝

一
宜
卞
布
コ告
天
下
一

令
夢
進
二

　
　
本
系
帳
一

三
韓
諸
蕃
亦
同
　
但
令
レ載
二始
祖
及
別
祖
等
名

一

勿
レ列
一一枝
流

　
　
井
継
嗣
歴
名
一

若
元
出
一手

貴
族
之
別
一者
　
宜
下
取
二
宗
中
長
者
署
一申
萱之

　
　
凡
厥
氏
姓
　
率
多
二仮
濫
一

宜
レ
在
二糴
実
一

勿
レ容
二
詐
冒
一

来
年
八
月
卅

　
　
日
以
前
　
惣
令
二進
了
一

便
編
入
録
　
如
事
違
二
故
記
一

及
過
ご厳
程
一者

　
　
宜
下原
レ
情
科
処
　
永
勿
中
入
録
上　
　
凡
庸
之
徒
　
惣
集
為
レ巻
　
冠
蓋
之
族

　
　
聴
二別
成
7軸
焉
　
(『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
八
年
十
二
月
戊
戌
二
十
九
日
条
)

　

「欲
レ拠
一一譜
牒
一

多
経
二改
易

一

至
レ検
二
籍
帳
一

難
レ弁
二本
枝
こ

と

あ

る

よ
う
に
、
図
書
寮

で
保
管
し
て
い
る
氏
族
の
譜
牒
は
改
易
事
項
が
多
く
、
籍
帳
も

氏
に
お
け
る
本
枝

の
流
れ
は
弁
じ
難
い
と
い
う
事
情
か
ら
、
天
下
諸
国
に
む
け
て

諸
氏
の
本
系
帳
提
出
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
よ
り
前
、
八
世
紀
の
中
頃
か
ら
、
七
世
紀
末

の
朝
鮮
半
島
統

一
戦
争
時
大

量
に
日
本
に
亡
命
し
、
そ

の
ま
ま
定
着
し
た
人
々
を
日
本
の
カ
バ
ネ
秩
序

に
組
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

入
れ
る
政
策
が
、
段
階
を
追

っ
て
行
わ
れ
た
。
伊
藤
千
浪
氏
の
研
究

に
よ
る
と
、

桓
武
朝

に
至

っ
た
頃
は
、
こ
の
う
ご
き
に
伴

っ
て
、
そ
れ
以
前

に
渡
来
し
て
い
た

人
々
で
、
八
色

の
姓
よ
り
古
い
カ
バ
ネ
を
有
し
て
い
た
人

々
が
上
位

の
カ
バ
ネ
を

請
う
う
ご
き
や
、
相
対
的
な
カ
バ
ネ
の
地
位
の
低
下
で
、
実
際

の
官
人
層

の
上
下

秩
序
と
カ
バ
ネ
姓
の
秩
序
が
符
号
し
な
い
と
い
う
問
題
が
表
面
化
し
て
い
た
と
い

う
。
桓
武
朝
で
は
当
時
の
官
人
界
に
即
し
た
カ
バ
ネ
の
再
編
を
目
し
、
賜
姓
が
積

極
的
に
行
わ
れ
た
。

　
本
系
帳
の
提
出
は
、
こ
の
姓
制
度
の
再
編
策
の
延
長
線
上

の
も

の
と

い
え

る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
、
社
会
の
様
々
な
情
勢
か
ら
盛
ん
に
改
姓
が
行
れ
た
折
、
改
姓
根
拠

の
実

の
監

査
に
お
い
て
、
信
頼
で
き
る
資
料
を
欲
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
諸
国

に
本
系
帳
の
提
出
を
課
し
た
後

の
大
同
二
年

(
八
〇
七
)
、
改
姓
の
申
請
を
年
中
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『新撰姓氏録』における姓意識と渡来系氏族

ま
で
と

一
旦
期
限
を
き
め
る
官
符

(
『平
安
遺
文
』　
一
五
二
号
文
書
所
引
)
が
出

さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
蒐
集
し
た
本
系
帳
を
も
と
に
姓
氏
録

の
編
纂
事
業
が
進

め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
れ
が
勅
撰
の
氏
族
系
譜
書
と
な

っ
て
成
立

し
た
の
が
、
嵯
峨
朝
弘
仁
年
間
成
立

の

『新
撰
姓
氏
録
』

で
あ
る
。

弘
仁
五
年

(
八

一
四
)

に
奏
進
さ
れ

た
際

は
神
別

・
皇
別

・
諸
蕃
と
い
う
構
成
で
あ

っ
た

が
、
嵯
峨
天
皇
所
生
皇
子
の
源
氏
賜
姓

以
降
弘
仁
六
年
に
再
度

の
奏
進

が

な
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ
、
皇
別

・
神
別

・
諸
蕃
と
い
う
構
成

に
至

っ
た
。

　
本
系
帳
は
全
国
に
提
出
を
指
示
さ
れ
て
い
た
が
、
弘
仁
に
完
成
し
た

『
新
撰
姓

氏
録
』
は
畿
内

に
本
籍
を
も

つ
氏
族
の
系
譜
を
修
め
た
も
の
で
あ
る
。
現
存
す
る

写
本
は
全
て
抄
本

で
あ
り
、
畿
内
諸
国
ご
と
の
氏
族
の
姓
と
出
自

の
部
分
し
か
な

い
が
、
佐
伯
有
清
氏
ら
が
逸
文
か
ら
考
証
さ
れ
た
結
果
、
完
全
な
形
で
は
氏
族
の

姓
、
出
自
、
改
姓
記
事
お
よ
び
系
譜
の
伝
承
も
記
載
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て

　

　

い
る
。
佐
伯
氏
に
よ
れ
ば
、　
『
新
撰
姓
氏
録
』
は
そ
の
後
、
六
国
史
の
改
姓
請
願

記
事
な
ど

に
根
拠
と
し
て
引
か
れ
た
り
、
改
訂
さ
れ
て
い
た
。
中
央
の
氏
族
達
に

と

っ
て
、
ま
た
中
央
官
人
が
及
ぼ
す
力
が
有
効
で
あ
り
、
影
響
力
が
及
ぶ
諸
場
面

に
お
い
て
、
姓
秩
序

の
根
底
資
料
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
構
成
は
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
皇
別
、
神
別
、
諸
蕃

の
三
分
類

(
三
体
)
で
、

こ
の
大
分
類
内
に
、
行
政
単
位
で
あ
る
国
ご
と
、
氏
族

の
譜
が
並
ぶ
形
と
な

っ
て

い
る
。
編
纂

の
際
、
先
行
す
る
勅
撰
系
譜
書
と
し
て
恐
ら
く
念
頭
に
あ

っ
た
で
あ

ろ
う
唐

の

『貞
観
氏
族
志
』
　
『
姓
氏
録
』
の
体
裁
と
比
し
て
も
、
祖
の
出
自
分
類

(
三
体
)

に
よ
る
体
裁
分
け
の
形
は
日
本
独
特

の
も
の
で
あ
る
。

2
　

三
体
構
成
に
対
す
る
先
学
の
評
価

こ
れ
に
対
す
る
先
学
の
研
究
史
を

み

て
み

る
と
、
中
国

・
唐
の

『
貞
観
氏
族

志
』
編
纂
の
経
緯
が
、
唐
を
建
国
し
た
太
宗
が
新
国
家
体
制
に
即
し
た
氏
族
の
順

位
付
け
を
行
う
事
を
目
的
と
し
て
そ
の
順
に
本
貫
地
ご
と
の
氏
族
を
記
す
体
裁
に

し
た
こ
と
を
う
け
て
、
日
本

の

『新
撰
姓
氏
録
』
に
お
い
て
も
、
構
成
の
順
序

は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

社
会
秩
序
の
順
列
を
表
す
も

の
と
解
釈
し
た
関
晃
氏
の
説
が
あ
る
。
関
氏
は
、
さ

ら
に
最
初
の
奏
進
時
に
神
別
が
皇
別
よ
り
先
の
構
成
に
な

っ
て
い
た
こ
と
等

に
鑑

み

「実
際

の
政
治
上

の
地
位
や
勢
力
は
別
と
し
て
、
系
譜

の
尊
卑
を
問
題
と
す
る

場
合
、
神
胤
を
貴
と
す
る
観
念
が
弘
仁
の
頃
も
強
く

一
般
を
支
配
し
て
お
り
、
そ

れ
ま
で
の
氏
族
書
も
、
そ
う
い
う
編
纂
法
に
従
う
慣
例
が
存
し
た
こ
と
」
を
打
破

し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、　
「律
令
体
制
下
に
お
け
る
旧
勢
力
の
後
退
、
皇
室

権
の
伸
長
、
官
僚
世
界

の
形
成
」
と
い
う
方
向
に
撰
述
の
根
本
事
情
を
探
る
こ
と

が
姓
氏
録

の
史
的
位
置
づ
け
を
た
だ
し
く
行
い
う
る
途
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

こ
れ
を
批
判
し
て
、
佐
伯
有
清
氏
は
大
著

『新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
の
な
か
で
、

『
新
撰
姓
氏
録
』

の
編
纂
理
由
は
、
当
時
社
会
問
題
と
な

っ
て
い
た
冒
姓

に
対
す

る
こ
と
が
大
き
く
、
そ
の
真
偽
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
部
分
、
す
な
わ
ち
『新
撰

姓
氏
録
』

の
う
ち
各
氏
族

の
詳
細
な
改
姓
記
事
を
載
せ
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
意
味
あ

り
と
し
、
三
体

の
分
類
自
体
は
、
天
武
八
姓
の
頃
す
で
に
存
在
し
て
い
た
配
列
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
大
き
な
意
昧
を
認
め
な
い
説
が
提
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
皇
孫
よ

り
も
神
胤
を
貴
と
す
る
観
念
が
古
く
か
ら
あ

っ
た
と
す
る
関
氏
の
論
に
対
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
武
彦
、
津
田
左
右
吉
氏
の
所
説
を
引
用
し
、
記
紀
で
は
大
伴
、
中
臣
、
忌
部
氏

ら
の
祖
先
系
譜
が
絶
対
神
に
よ

っ
て
統

一
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
な
い
が
、　
『古
語

拾
遺
』
で
は
そ
れ
ら
の
祖
先
神
が
絶
対
的
な
も
の
に
よ

っ
て
統

一
さ
れ
て
い
る
こ

と
や
、
渡
来
系
氏
族
が
彼
ら
の
祖
先
を
結
び
つ
け
て
い
っ
た
魯
王

・
呉
王

・
高
麗

王

・
漢
高
祖
等
を
さ
ら
に
天
御
中
主
尊
に
む
す
び
つ
け
た

「倭
漢
惣
歴
帝
譜
図
」

の
大
同
年
間
に
お
け
る
流
布
記
事

(『
日
本
後
紀
』
大
同
四
年

(
八
〇
九
)

二
月

2ヱ1



窓史

五
日
条
)
か
ら
、　
「
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
思
想
は
記
紀

の
頃

に
は
な
く
、
し
た

が

っ
て
こ
の
頃

の
系
譜
書
も
神
胤
を
貴
と
す
る
こ
と
は
な
く
、
九
世
紀
初
頭
か
ら

盛
ん
に
な

っ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
神
々
に
血
縁
関
係
を
つ
け
、
さ
ら
に
絶
対
神
に

よ

っ
て
統

一
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
か
ら
、
あ
ら
た
に
生
じ
た
も
の
」
と
し
た
。

　
諸
氏
の
家
系
譜
を
精
力
的
に
研
究
し
て
い
る
溝
口
睦
子
氏
の
見
解
も
、
「(出
自

は
)
そ
の
氏
が
大
和
朝
廷
内
に
お
い
て
占
め
て
い
る
地
位
や
政
治
的
立
場
を
示
す

一
種
の
旗
印
の
如
き
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
そ
の
下
に
集
合
し
て
い
る
氏

の
グ

ル
ー
プ
は
何
ら
か
の
点

で
お
互
い
の
結
び

つ
き
を
も

っ
た
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
し
と

い
う
理
解
か
ら
、
三
体

で
表
現
さ
れ
る
出
自
構
造
は
、　

「基
本
的
に
は
大
化
前
代

の
政
治
の
構
造
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
八
世
紀
以
降
も
な
お

一
定

の
現
実

的
効
用
を
も
つ
と
こ
ろ
か
ら
必
要
と
さ
れ
用
い
ら
れ
て
い
た
」
、
三
体
の
分
類

と

配
列
は

「姓
氏
録
に
と

っ
て
は
止
む
を
得
ず
と
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
分
類
篇
と

　
　
　
　

　

さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
三
体
の
分
類
、
特
に
諸
蕃
を
分
化
、
独
立
せ
し

め
た

こ
と

に
注
目
し

て
、
こ
こ
に
大
き
な
意
義
を
み
い
だ
し
て
い
る
の
が
田
中
史
生
氏
で
あ
る
。　
『
新

撰
姓
氏
録
』

の
編
纂
以
後
の
八
三
〇
年
代
よ
り
、
日
本
は
前
代
の
中
華
の
概
念
を

転
換
し
、
新
羅
人
に
対
し
て

「帰
化
」
を
認
め
な
い
と
い
う
施
策
を
と
る
。
こ
う

い
っ
た
外
交
上

の
背
景
か
ら
、
諸
蕃
を
国
の
外
に
実
在
す
る
外
国
に
求
め
る
の
で

は
な
く
、
国

の
中
に
在
住
す
る
外
国
出
自
の
人
々
に
求
め
、
異
民
族
を
支
配
す
る

天
皇
を
中
心
と
し
た
世
界
が
国
内
で
半
永
久
的
に
維
持
さ
れ
完
結
し
う
る

「姓
氏

録
の
論
理
」
が
、
当
時
以
降

の
古
代
日
本
の
世
界
観
と
し
て
働
く
よ
う
に
な

っ
た

と
い
知
・

　
そ
れ
ぞ
れ
示
唆

に
富
む
考
証
で
あ
り
、
編
纂
さ
れ
た
時
期
の
社
会
背
景
、
姓
氏

録
を
構
成
す
る
個

々
の
系
譜

の
成
立
事
情
と
性
格
、
律
令
的
中
華

の
世
界
観
と
い

っ
た
も

の
を
ま
ず
問
題
意
識
と
し
て
前
提

に
於
て
な
さ
れ
た
解
釈
と
窺
わ
れ
る
。

こ
れ
に
も
う
ひ
と
つ
、
勅
撰
の
系
譜
書
そ
の
も
の
の
意
味
を
ま
ず
考
え
る
視
点
も

重
要
で
あ
ろ
う
。
唐
の
例
に
日
本
に
お
け
る
前
史
も
加
え
て
次
章
で
み
て
み
る
こ

と
に
す
る
。

二
　

『新
撰
姓
氏
録
』
編
纂
と
構
成
の
意
義

　
1
　
勅
撰
系
譜
書
編
纂
の
史
的
意
義

　
日
本
が
国
家
と
し
て
各
氏
族
の
系
譜
書
の
提
出
を
求
め
た
の
は
、
文
献
上
で
は

持
統
天
皇
五
年

(
六
九

一
)
の
、
大
三
輪
氏
ら
十
八
氏
の

「墓
記
」
提
出
が
初
め

　
　
　

　

て
で
あ
る
。
持
統
天
皇
期
は
天
武
天
皇
の
時
う
ち
出
さ
れ
た
政
治
路
線
の
継
続
を

旨
と
な
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
周
知
の
如
く
天
武
天
皇

の
時
は
律
令
制
を

導
入
し
て
の
古
代
国
家
体
制
形
成
の
柱
と
な
る
施
策
が
出
さ
れ
た
時
期
で
、
律
令

官
人
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
意
図
し
た
八
色
の
姓
の
他
、
浄
御
原
律
令

の
制
定
、
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

地
の
有
す
る
歌
舞
な
ど
芸
能

の
収
集
と
国
家
儀
礼
化
、
天
皇
号
、
日
本
国
号

の
使

用
な
ど
が
な
さ
れ
、
天
武
末
年
か
ら
計
画
さ
れ
持
統
期
に
完
成
し
た
藤
原
京
は
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

め
て
の
中
国
的
都
城
で
、
浄
御
原
律
令
の
理
念
の
も
と
で
造
営
さ
れ
た
と
い
わ
れ

る
。　
「墓
記
」
が
ど
の
よ
う
な
書
物
で
あ

っ
た
か
は
詳
細
は
不
詳

で
あ
る
が
、
そ

の
名
称
か
ら
し
て
、
各
氏
族

の
墓
碑
に
刻
ま
れ
る
如
き
内
容
、
す
な
わ
ち
代
々
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑰

祖
先
の
功
業
が
記
さ
れ
て
い
た
と
目
さ
れ
て
い
る
。
当
時
が
国
家
体
制

の
秩
序
作

り
を
め
ざ
し
て
い
た
時
期

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
氏
族
の
歴
史
と
そ
れ
に
付
随
す

る
系
譜
の
掌
握
は
、
す
な
わ
ち
国
家
に
対
す
る
各
氏
族
の
事
績
の
意
味
付
け
と

一

族
の
人
的
繋
が
り
の
把
握
に
繋
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。　
「墓
記
」
は
、
天
武
天
皇

十
年

(
六
八

一
)
編
纂
さ
れ
た

『帝
紀
』
お
よ
び

『上
古
諸
事
』
な
ど
と
共
に
、

後
代
完
成
す
る

『
日
本
書
紀
』
編
纂

の
際

の
原
資
料
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
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『新撰姓氏録』における姓意識と渡来系氏族

る
。　
『
日
本
書
紀
』
は
古
代
国
家
が
正
史
と
し
て
編
纂
し
た
六
国
史

の
中
で
も
、

天
地
開
闢

の
初
め
か
ら
国
の
生
成
の
歴
史
を
国
家
体
制

の
生
成
と
い
う
主
題

の
も

と
に
整
理
し
、
当
代
国
家
に
対
す
る
事
績
と
い
う
形
で
氏
族
の
伝
承
と
秩
序
盛
衰

も
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
氏
族
系
譜
の
国
家
体
制
側

か
ら
み

た
集
大
成

の

書
と
し
て
の
意
味
合
い
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
氏
族
の
系
譜

は
、　
「弘
仁

私
記
序
」
に

「
凡
厥
天
平
勝
宝
之
前

(
注
略
)
　

毎
一二

代
一使
三天
下
諸
氏
各
献
二

本
蔘

覊

騰

。

永
蔵
秘
・府
不
・
得
二輙
蚩

令
・葺

図
婁

暑

是
也
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
天
平
勝
宝
以
前
に
一
代
毎

に
そ
の
本
系
を
書
き
上
げ
提
出
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　

　

い
た
と
い
わ
れ
る
。

　
次
ぎ
に
古
代
国
家
が
氏
族
系
譜

の
集

大
成
を
な

し
た

の

は
、
天
平
宝
字
五
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(
七
六

一
)
か
ら
同
七
年

(
七
六
三
)

ご
ろ
編
纂
事
業
が
行
わ
れ
た
と
い
う

『
氏

族
志
』
で
あ
る
。
天
平
宝
字
元
年
に
日
本
の
風
俗
に
附
し
た
渡
来
人
に
対
し
、
申

請
し
た
ら
悉
く
賜
姓
す
る
と
い
う
勅
が
だ
さ
れ
、
先
述
し
た
半
島
統

一
戦
争
時
に

亡
命
し
た
渡
来
系
氏
族
を
日
本
の
カ
バ
ネ
秩
序

に
組
み
込
む
政
策
が
展
開
さ
れ
た

頃

に
あ
た
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
ろ
は
藤

原
仲
麻
呂
が
政
権
を
掌
握
し
た
時
期
で
あ

り
、
仲
麻
呂
に
よ
り
太
政
官
の
名
称
が
変
え
ら
れ
、
ま
た
紫
微
中
台
と
い
う
皇
后

宮
職
を
も
と
い
に
し
た
組
織
を
別
に
設
け
、
新
た
な
権
力
組
織
の
構
造
が
組
ま
れ

た
時

で
あ
る
。
ま
た
、
完
成
に
は
至
ら
な
か

っ
た
が
、
こ
の
頃
に

『
続
日
本
紀
』

の
草
稿

(文
武
か
ら
孝
謙
ま
で
の
曹
案

三
十
巻
)
が
纏
め
ら
れ
て
お
り
、
お
そ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

く

こ
の
時
期
で
完
成
さ
せ
る
意
図
の
も
と
編
纂

が

す
す

め
ら

れ
て
い
た
。
但
し

『
氏
族
志
』
も

『続
日
本
紀
』
も
、
天
平
宝
字
八
年

に
仲
麻
呂

の
乱
で
、
仲
麻
呂

政
権
が
終
り
を
つ
げ
、
完
成
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か

っ
た
。

　
こ
の
後
、
氏
族
に
系
譜
書

(
本
系
帳
)
を
提
出
さ
せ
る
政
策
を
出
し
た
の
が
、

桓
武
期
で
あ
る
。
ま
た
前
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
カ
バ
ネ
秩
序
の
再
建
も
行
わ
れ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
集
大
成
と
し
て
編
纂
さ
れ
完
成
し
た
の
が
、
嵯
峨
期
の

『
新

撰
姓
氏
録
』
で
あ
る
。

　
そ
れ
ぞ
れ
を
通
し
て
み
て
み
る
と
、
氏
族

の
系
譜
書
を
蒐
集
し
、
ま
と
め
よ
う

と
目
さ
れ
る
時
期
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
政
治
体
制
の
構
築
あ
る
い
は
再
建

を
目
し
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
。
ま
た
天
武
天
皇

の
時
に

『
古
事
記
』
　
『
日
本
書

紀
』
の
編
纂
事
業
の
基
礎
が
は
じ
ま
り
、
仲
麻
呂
政
権
時
に

『
続
日
本
紀
』
の
編

纂
が
完
成
を
目
し
て
お
こ
な
わ
れ
、

桓
武
天
皇
の
時
に

『
続
日
本
紀
』

が

完
成

し
、
嵯
峨
天
皇
の
時
に

『
日
本
後
紀
』

の
編
纂
が
進
ん
で
い
た
こ
と

(完
成
は
仁

明
朝
の
承
和
七
年
)
を
鑑
み
る
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
時
期
に
歴
史
書
の
編
纂
を
行

っ

て
い
た
と
い
う
の
も
、
ひ
と
つ
の
時
代
が
幕
を
と
じ
現
在
あ
ら
た
な
時
代
を
構
築

し
よ
う
と
し
て
い
る
時
代
意
識
を
有
し
て
い
た
こ
と
の
現
れ
と
み
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

　
翻

っ
て
、
先
行
し
て
氏
族
系
譜
書
が
作
ら
れ
て
い
た
、
そ
し
て
恐
ら
く
日
本
が

そ
の
お
手
本
と
し
て
念
頭
に
お
い
て
い
た
中
国

・
唐

の
勅
撰
氏
族
書

の
作
成
の
流

れ
を
み
て
み
る
と
、
唐
代
で
勅
撰
の
系
譜
書
が
作
成
さ
れ
た
の
は
、
唐
を
建
国
し

た
太
宗
治
世
下
の

『
氏
族
志
』
(
唐

・
貞
観
八
年
撰
、
貞
観
十
二
年
補
修
、
百
三
十

巻
)
、
則
天
武
后
が
政
権
を
掌
握
し
た
頃
に
編
纂
さ
れ
た

『
姓
氏
録
』
、
武
后
の
後

政
権
を
掌
握
し
て
開
元
の
治
を
行

っ
た
玄
宗
皇
帝
が
編
纂
し
た

『
大
唐
姓
系
録
』

(先
天
年
中
撰
、
二
百
巻
、
開
元
の
初
補
修
)

の
三
つ
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
政
治

体
制

の
大
き
な
変
化
が
起
こ

っ
た
際

に
、
編
纂
さ
れ
、
時

々
の
勢
力
あ
る
氏

の
地

位

の
変
動
を
反
映
さ
せ
る
意
図
で
書
き
換
え
が
行
わ
れ
た
様
子
が

『唐
会
要
』
に

　
　
　
　
　
　

　

も
記
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
唐
の
政

治
社
会
体
制
と
、
当
時
の
日
本
の
そ
れ
と
は
異
な
る
こ
と
で
あ
り
、
唐

に
お
い
て

な
さ
れ
た
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
日
本
に
お
い
て
も
な
さ
れ
た
か
は
、
検
討
を
要
す
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窓史

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
、

氏
族

の
系
譜
が
時

の
政
権

の
も
と
で
整
理
さ

れ
、
す
な
わ
ち
そ
の
時
世

に
そ
の
政
権

に
と

っ
て
有
効
と
思
わ
れ
る
規
準
で
意
味

付
け
さ
れ
、
蒐
集
さ
れ
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
時
期
が
唐

に
お
い
て
も

日
本
に
お
い
て
も
政
治
体
制

の
構
築

・
再
建
を
意
図
し
て
い
た
時
期

に
あ
た
る
こ

と
、
こ
の
点

は
共
通
し
た
基
本
的
な
性
質
と
い

っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
編
纂
当
初

に
意
図
し
た
よ
う
に
全
国
を
対
象
と
し
た
も
の
に
は
成
ら
ず
、
畿
内

の
も
の
と
な

っ
た
こ
と
、
提
出
し
て
い
な
い
氏
族
が
多
数
あ

っ
た
こ
と
な
ど
か
ら

み
て
も

『新
撰
姓
氏
録
』
が
編
纂
し
た
側
の
意
図
に
ど
れ
だ
け
添

っ
た
形
で
完
成

し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ

の
構
成
、
分
類
は
国
家
編
纂
物

の
も
つ
意
義
と
し

て
、
意
味
を
持

っ
た
も

の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
序
列
を
表
す
る
も
の
が
、
官

位
や
官
職
、
同
じ
姓
に
含
ま
れ
る
ヵ
バ
ネ
な
ど
他
に
も
存
在
す
る
こ
と
を
考
え
併

せ
た
時
、
こ
れ
が
ど
れ
ほ
ど

の
絶
対
的
価
値
を
日
本
社
会
に
お
い
て
も

っ
た
か
は

ま
た
洌
の
問
題

で
あ
る
が
、

一
つ
の
規
範
と
し
て
三
体
に
よ
る
順
序

つ
け
と
い
う

考
え
方
が
こ
こ
に
示
さ
れ
た
こ
と
は
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
2
　
三
体

の
配
列
と
八
色
の
姓
と
の
関
連
に
つ
い
て

　
書
物
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
は
勿
論
の
こ
と
、
そ
の
国
家
的
編
纂
と
い
う
事

業

に
も
歴
史
的
意
義
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
構
成
に
も
当
時
の
意
識
の
一

面
を
知
る
意
義
が
存
在
し
て
い
る
。　
『
新
撰
姓
氏
録
』
の
構
成
さ
れ
た
皇
別

・
神

別

・
諸
蕃

の
配
列

の
思
想
の
存
在

で
あ

る
。

ま
た
、　
一
章

二
節
で
記
し
た
よ
う

に
、
編
纂
当
時
、
神
別
の
氏
に
お
い
て
も
諸
蕃
の
氏
に
お
い
て
も
超
越
し
た
統

一

神
を
お
く
思
想
、
す
な
わ
ち
皇
別

・
神
別

・
諸
蕃
も
並
列
し
た
存
在
と
し
て
み
る

思
想
が
生
れ
て
い
た
。　
『
新
撰
姓
氏
録
』
編
纂
時
に
お
け
る
姓
を
め
ぐ
る
意
識
と

し
て
問
題
に
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
は
、
こ
の
並
立
し
た
二
つ
の
思
想

で
あ
ろ

う

。

　

二
つ
の
思
想

の
生
じ
た
背
景
に
つ
い
て
考
察
す
る
ま
え
に
、
ま
ず
留
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
前
者
に
お
け
る

「
皇
別

・
神
別

・
諸
蕃

の
順
序
は
姓
氏
録

に
は
じ
ま

っ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
す
で
に
大
化
改
新
以
後
行
わ
れ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
、
天
武
天
皇
が
八
色
の
姓
を
制
定
し
た
と
き
、
こ
の
配
列
は
す
で
に
み
ら

　

⑳

れ
る
」
と
い
う
佐
伯
氏
の
指
摘
で
あ
る
。

　
佐
伯
氏
も
引
用
し
て
い
る
竹
内
氏
の
論
に
あ
る
と
お
り

「
天
武
八
姓
制
定
の
真

の
目
的
は
、
皇
親
の
社
会
的
地
位
を
確
立
し
、
こ
れ
に
よ

っ
て
天
皇
絶
対
性
の

一

支
柱
た
ら
し
め
ん
と
す
る
に
あ
」

り
、　

「親
王

・
諸
王

・
准
皇
親

(真
人
)
・
遠

皇
親

(朝
臣
)
・
非
皇
親

(宿
禰
)
・
下
層
官
僚

(
同
時
に
下
級
階
層
)
の
段
階
を

固
定
し
、
そ
の
最
上
に
天
皇
が
臨
む
と
い
う
ヒ
エ
ラ
ー
キ
ー
の
確
立
」
が
な
さ
れ

た
と
思
わ
れ
る
。
竹
内
氏
が
皇
親
、
非
皇
親
と
分
け
た
分
類
を
、
佐
伯
氏
は
さ
ら

に
発
展
し
た
形
で
、
「真
人
は
皇
別

(
一
部
神
別
も
ふ
く
む
)
、
宿
禰
は
神
別

(
一

部
皇
別
も
ふ
く
む
)
、
忌
寸
は
神
別
、
諸
蕃
に
あ
た
り
」

と
し
、
天
武
天
皇
が
八

色

の
姓
を
制
定
し
た
と
き
皇
別

・
神
別

・
諸
蕃

の
配
列
は
す
で
に
み
ら
れ
る
と
さ

れ
た
。
し
か
し
そ
の
八
色
の
姓
に
お
い
て
確
認
で
き
る
皇
別

・
神
別

・
諸
蕃
の
配

列
が
、
そ
の
ま
ま
カ
バ
ネ
秩
序
に
よ
る
律
令
官
人
層
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
原
則
と

同
義
と
見
做
し
て
い
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
確
か
に
、
皇
別

・
神
別

・
諸
蕃
の
順
は
、
八
色
の
姓
の
こ
ろ
カ
バ
ネ
を
附
さ
れ

た
氏
族
の
出
自
を
追

っ
て
み
る
と
存
在
し
て
い
た
と
い
え
る
が
、
制
定
当
初
、
国

家
形
成
の
貢
献
度
に
よ
り
社
会
集
団
の
出
自
自
体
を
体
制
に
即
し
た
形
で
意
味
付

け
て
い
た
頃
に
お
い
て
、
氏
族
た
ち
の
官
人
と
し
て
の
等
級
秩
序
を
あ
ら
わ
す
カ

バ
ネ
と
、
出
自

に
よ
る
分
類

の
別
が
層
と
し
て
重
な

っ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議

は
な
い
。
天
智

・
天
武
政
権
が
古
代
国
家
形
成
の
た
め
導
入
し
国
家

の
軸
と
し
よ
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『新撰姓氏録』における姓意識と渡来系氏族

う
と
し
た
律
令
的
姓
は
、
班
田
の
耕
作
者
に
対
し
て
班
田
を
授
与
す
る
天
皇

の
み

が
賜
与

で
き
る
も
の
で
あ
り
、
姓
に
含

ま
れ
る
カ
バ
ネ
は
政
権
、
ひ
い
て
は
政
権

の
代
表
者
で
あ
る
天
皇

へ
の
貢
献
に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
官
職

の

任
命
対
象
や
位
階

の
授
与
対
象
は
、
蔭
位
の
制
な
ど
に
よ
り
、
事
実
上
有
し
て
い

る
カ
バ
ネ
に
よ

っ
て
規
制
さ
れ
、
忌
寸
以
上
が
従
五
位
以
上

の
貴
族
層
と
な
る
社

会
層
の
固
定
は
髑
さ
れ
て
い
た
が
、
姓

の
基
本
的
な
性
格
は
天
皇
と
の
個
別

の
繋

が
り
か
ら
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
代
が
変
わ
り
、
そ
の
時
々
に
貢
献
度

の
高
い

台
頭
し
て
く
る
人

の
う
ご
き
に
よ

っ
て
、
賜
与
さ
れ
る
カ
バ
ネ
の
対
象
氏
族
は
変

化
す
る
余
地
は
充
分
に
あ

っ
た
。
仲
麻
呂
政
権
下
の
渡
来
系
氏
族

へ
の
実
情

に
あ

っ
た
カ
バ
ネ
秩
序

へ
の
参
入
政
策
や
、
桓
武
天
皇
期
の
カ
バ
ネ
再
編
施
策
は
、
官

人
の
人
的
構
成
を
再
生
す
る
機
会
と
し
て
、
大
き

な
も

の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ

る
。

　
そ
し
て
、
八
色

の
姓
が
制
定
さ
れ
た
当
時
は
忌
寸
よ
り
上

の
カ
バ
ネ
を
有
し
た

諸
蕃

の
氏
族
は
な
か

っ
た
が
、　
『
新
撰
姓
氏
録
』
編
纂
当
時
に
は
、
百
済
系

の
菅

野
朝
臣
、
高
句
麗
系
の
高
倉
朝
臣
、
中
国
系

の
坂
上
大
宿
禰
な
ど
臣
下
で
最
も
高

位
の
カ
バ
ネ
で
あ
る
朝
臣
や
大
宿
禰
を
有
し
た
氏
族
が
存
在
し
て
い
た
。
旧
来
の

氏
族
制
度
と
は
異
な
る
、
律
令
官
人
と

し
て
の
実
際

の
官
職
や
貢
献
度
に
よ
る
ヒ

エ
ラ
ル
キ
ー
を
築
く

と

い
う

八
色
の
姓
本
来
の
趣
旨

に
添

っ
た
形
で
、
前
体
制

(
天
武
朝
当
時
の
体
制
も

一
世
紀
以
上
た

っ
た
こ
の
時
期
で
は
前
体
制
で
あ
る
)

の
貢
献
度
に
よ
る
官
人
層
で
は
な
く
、
現
体
制

(桓
武
朝
、
嵯
峨
朝
)

へ
の
貢
献

度
に
よ
る
官
人
層
の
上
下
層
形
成
は
、
カ
バ
ネ
を
賜
与
し
、
編
成
し
直
す
こ
と
で

目
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
以
前

は
官
人
秩
序

の
カ
バ
ネ
秩
序
と
重
な
り

乖
離
し
て
い
な
か

っ
た
皇
別

・
神
別

・
諸
蕃

の
順

の
思
想
は
、
八
色
の
姓
で
形
成

さ
れ
踏
襲
さ
れ
て
い
る
官
人
秩
序

の
カ
バ

ネ
秩
序
と
は
別
に
、
出
自
ご
と
の
順
の

思
想
と
し
て
こ
の
時
期
現
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
聯
綿
と
し

て
続
い
て
き
た
八
色

の
姓
以
降

の
思
想
と
み
る
よ
り
は
、
当
時
の
社
会
状
況

に
よ

っ
て
想
起
さ
れ
た
も

の
と
み
る
べ
き
と
考
え
る
。

　
以
下
、
改
め
て
編
纂
当
時
み
ら
れ
た
二
つ
の
思
想
の
背
景
を
探
る
た
め
に
、
章

を
改
め
て
、
編
纂
期
に
あ
た
る
延
暦
期
か
ら
弘
仁
期

の
姓
を
め
ぐ
る
事
柄
に
お
け

る
変
化
に
つ
い
て
考
え
、
手
が
か
り
と
し
た
い
。

三
　
改
姓
関
連
に
お
け
る
変
化
か
ら
み
た
姓

へ
の
意
識

　
延
暦
期
か
ら
弘
仁
期
に
お
け
る
姓
を
め
ぐ
る
事
柄

に
お
け

る
変
化
に
つ
い
て

は
、
義
江
明
子
氏
が
改
姓
時
に
根
拠
の
証
左
と
す
る
記
録
は
戸
籍

(庚
午
年
籍
)

し
か
文
献
に
現
れ
て
い
な
か

っ
た
が
、
延
暦
年
間
か
ら

「家
牒
」
も
み
ら
れ
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

う
に
な

っ
た
と
の
指
摘
を
お
こ
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、　
『新
撰
姓
氏
録
』
編
纂
時

に
正
誤
を
勘
考
す
る
記
録
と
し
て

「古
記
」
　
(新
撰
姓
氏
録
序
)　
「書
府
旧
文
」

(新
撰
姓
氏
録
奏
進
表
)
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
具

体
的
に
何
を
示
す
か
に
は

『
日
本
書
紀
』
、　
『
古
事
記
』、　
『記
紀
』
以
外
の
古
記

録
、
姓
に
関
す
る
官
符
類
な
ど
所
説
あ
る
が
、
姓
氏
録
本
文
中
に

「
日
本
紀
合
」

「
日
本
紀
漏
」
な
ど
の
記
載
が
の
こ

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
中
に

『
日
本
書

紀
』
が
主
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
は
概
ね
の
理
解
と
な

っ

て
い
る
。
さ
ら
に
弘
仁
の
頃
か
ら
始
ま

っ
た
目
本
書
紀
講
読
の
記
録
で
あ
る

『
弘

仁
私
記
』
の
序
に
、
姓
の
混
乱
を
正
す

の
が
講
読
の
目
的
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、　
『
日
本
書
紀
』

の
講
読
と

『新
撰
姓
氏
録
』
の
編
纂
を
結
び
つ
け
て
考
察

す
る
こ
と
が
な
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
家
牒
の
重
要
度
の
上
昇
と

『
日
本
書
紀
』

へ
の
関
心
の
二
点
に
つ
い
て
、
姓

へ
の
考
え
方
、
意
識
と
の
関
連
の
可
能
性
を
含

め
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
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窓史

　

1
　
家
牒
の
重
要
度
の
上
昇

　

義
江
氏
に
よ
れ
ば
、　
『続
日
本
紀
』
延
暦
九
年

(
七
九
〇
)
七
月
十
七
日
条
に

載

る
津
連
真
道
ら
の
改
姓
請
願
記
事
に
根
拠
と
し
て
引

か
れ

て

い
る

「
国
史
家

牒
」
が
、
改
姓
時

に
根
拠
と
し
て
家
牒
が
用
い
ら
れ
た
文
献
上

の
初
出
で
あ
る
。

こ
の
改
姓
請
願

に
あ
た

っ
て
は
、
百
済
国
貴
須
王
の
後
裔
と
称
す
る
津
連
氏
が
百

済
最
後

の
王

・
義
慈
王
の
子
孫
で
あ
る
百
済
王
氏
と
と
も
に
請
願
に
あ
た

っ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
延
暦
十
八
年

(七
九
九
)
十
二
月
に
だ
さ
れ
た
本
系
帳
提
出

の
勅

に
、
貴
族

の
別
か
ら
出
て
い
る
場
合
は
宗
中
長
者
が
こ
れ
を
署
申
し
枝
流
氏

の
主

張
を
証
明
す
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る

こ
と
と
、
符
合
す
る
。

　

「弘
仁
私
記
序
」
に
天
平
勝
宝
以
前

に
代
が
替
わ
る
ご
と
に
氏
族
譜
を
提
出
し

て
い
た
と
記
さ
れ
、
天
平
宝
字
年
間
に
は

『
氏
族
志
』
編
纂

に
伴
い
本
系
帳
の
提

出
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
氏
族

の
氏
上
に
あ
た
る
氏
は
、
家
譜
を
作
成
し

て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
永
代
不
変
の
書
と
さ
れ
た
庚
午
年
籍
の

記
載
の
正
誤
を
根
拠
と
す
る
改
姓
や
個
人
的
な
貢
献
を
賞
さ
れ
て
の
改
姓
が
殆
ど

で
あ

っ
た
の
が
、
年
代
が
下
る
に
つ
れ

て
戸
籍
で
は
氏
の
大
系

の
全
貌
や
個
々
改

姓
年
次
と
範
囲
を
勘
訂
す
る
こ
と
が
難

し

い
こ
と

や
、

戸
籍
自
身
が
当
時
の
絶

戸
、
冒
姓

の
氾
濫
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う

に
そ
の
信
頼
度
正
確
度
が

減

じ
た

こ
と

も
、
各
氏
が
有
す
る
家
牒
の
記
録
と
し
て
の
重
要
度
が
増
し
た
理
由
と
考
え
ら
れ

る
だ
ろ
う
。
律
令
制
の
根
底
を
支
え
る
戸
籍
作
成
、
管
理
、
活
用
の
変
容
が
そ
の

背
景
に
存
在
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
と
も
あ
れ
当
時
、
姓
秩
序
再
編
期
に
お
い
て
盛
ん
に
許
可
申
請
さ
れ
た
改
姓

に

あ
た

っ
て
は
、
宗
中
長
者
の
有
す
る
家
記
を
証
左
と
し
た
同
祖
関
係

の
証
明
が
重

要
視
さ
れ
、
祖
が

一
緒
で
あ
る
こ
と
は
氏
が

一
緒

で
あ
る
こ
と
、
と
い
う
理
念
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ

当
時
存
在
し
て
い
た
と
義
江
氏
は
指
摘
す
る
。
そ
の
も
と
に
希
望
す
る
姓

に
改
め

る
こ
と
が
許
可
さ
れ
る
と
い
う
仕
組
み
に
な

っ
て
い
た
。
祖
が
誰
で
あ
る
か
が
改

姓
の
焦
点
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
自
分
達
の
ル
ー
ッ
を
血
脈
に
よ
る
解
釈
で
繋

げ

る
意
識
が
た
か
ま

っ
て
い

っ
た
と
思
わ
れ
る
。　
『
書
紀
』
に
の
る
氏
族
の
系
譜

に

「或
る
本
に
云
わ
く
」
と
異
説
が
多
く
、　
『
新
撰
姓
氏
録
』
で
は
矛
盾
す
る
異

説
が
そ
の
ま
ま
載
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
元
来
民
間
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
異
説
が

存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、　
『
新
撰
姓
氏
録
』
編
纂
期
の
弘
仁
年
間
に

「弘

仁
私
記
序
」
に
記
さ
れ
て
い
る

「
神
別
記
」
　
「庶
民
雑
姓
記
」
　
「諸
蕃
雑
姓
記
」

な
ど
様

々
な
姓
氏
関
連
書
が

一
般
に
流
布
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
意
識
の
現
れ

と
と
れ
る
。

　
ま
た
、
大
同
四
年
に
流
布
し
た
漢
高
祖
や
魯
王
、
高
麗
王
な
ど
渡
来
系
氏
族
が

祖
と
し
て
仰
ぐ
に
足
る
系
譜
上
の
偉
人
を
絶
対
神

の
天
御
中
主
命
と
結
び

つ
け
る

「倭
漢
惣
歴
帝
譜
図
」
や
、
申
臣
氏
、
忌
部
氏
ら
に
み
ら
れ
る
、
同
じ
く
天
御
中

主
命
な
ど
の
絶
対
神
を
系
譜
の
統

一
に
お
く
思
想
も
、
こ
の
意
識
の
延
長
上
、
自

己

の
氏
族
の
正
当
性
や
地
位
を
祖

に
求
め
る
と
こ
ろ
に
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
祖

の
天
皇
や
政
権

へ
の
貢
献
を
根
拠
に
す
る
の
で
は
な
く
、
天
皇
の
祖
を
も
超
越
し

た
存
在
の
絶
対
神
に
祖
を
結
び
つ
け
る
と
こ
ろ
に
、
天
皇
制
確
立
よ
り
前
の
古
い

伝
承
を
誇
示
す
る
立
場
、
あ
る
い
は
新
興
勢
力
と
し
て
の
自
信
に
裏
打
ち
さ
れ
た

新
し
い
観
念
の
創
出
が
窺
え
る
。

　
い
ま

一
つ
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、　
『新
撰
姓
氏
録
』
で
左
京
皇
別
下
に
修

め
ら
れ
た
吉
田
連
ら
の
存
在
で
あ
る
。
彼
ら
は

『新
撰
姓
氏
録
』
で
孝
昭
天
皇
の

子
孫
で
あ
る
彦
国
葦
命
の
後
裔
と
進
上
し
、
朝
鮮

に
わ
た

っ
た
日
系
人
の
子
孫
と

記
し
て
い
る
。
こ
の
真
偽
に
つ
い
て
は
、
末
松
保
和
氏
、
佐
伯
氏
を
は
じ
め
、
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

本

の
氏
族
を
か
た

っ
た
詐
称
で
あ
ろ
う
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
延
暦
九
年
に
改
姓

　
　
　
　
　
　
　

　

を
申
請
し
た
韓
国
連
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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彼
ら
の
奏
上
の
内
容
の
真
偽
は
別
と
し
て
、
大
化
前
代

に
朝
鮮

に
帰
化
し
た
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

本
人

の
例
は

『
日
本
書
紀
』
に
幾
つ
か
み
と
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
神
亀
元
年

(
七

二
四
)
年
二
月
四
日
の
詔
に
よ

っ
て
官
職
を
有
す
る
渡
来
系
氏
族
に
カ
バ
ネ
秩
序

組
み
入
れ
を
目
し
た
賜
姓
が
な
さ
れ
た
際

に
、
吉
田
連
の
祖

の
吉
宜
ら
と
同
じ
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㊧

付
で
賜
姓
さ
れ
た
物
部
用
善
、
久
米
奈
保
麻
呂
ら
は
、
明
ら
か
な
朝
鮮
帰
化

の
目

系
氏
族
帰
国
者
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
は
他

の
百
済
滅
亡
時
の
亡
命
渡
来
人
と
と
も

に
、
官
職
に
よ
り
供
奉
を
し
て
き
た

「
韓
人
ど
も
」　
(『
続
日
本
紀
』

神
亀
元
年

二
月
四
日
条
詔
)
と
し
て
、
詔
で
そ
の
貢
献
を
賞
さ
れ
て
賜
姓
さ
れ
た
。

　

一
方
、
先
述
の

「
弘
仁
私
記
序
」
に
載

る
弘
仁
年
間
流
布
し
た
民
間
の
氏
族
書

「諸
蕃
雑
姓
記
」
　
に
田
辺
史
、

上
毛
野
公
ら
が
載

っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、

「弘
仁
私
記
序
」

で
は

「
己
等
祖
是
貴
国
将
軍
上
野
公
竹
合
也
」
と
称
し
た
伝
承

を
載
せ
、
祖
が
日
本
人
で
あ
り

「諸
蕃
雑
姓
記
」
に
載
せ
て
諸
蕃
と
す
る
こ
と
は

誤
り
と
す
る
注
を
付
し

て

い
る
。

神
亀
元
年
ご
ろ
は
日
系
帰
国
者
も

「韓
人
ど

も
」
に
対
す
る
詔
の
対
象
と
し
て
厳
密
な
境
を
敷
い
て
な
か

っ
た
の
が
、　
『
弘
仁

私
記
』
で
は
祖
が
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
た
日
系
人
と
い
う
考
え
方
を

示
し
て
い
る
。
佐
伯
氏
ら
が
指
摘
す
る
よ
う
に
渡
来
系
氏
族
の
な
か
に
皇
別
、
神

別

の
系
譜
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
っ
た
も

の
の
存
在
、
そ
の
よ
う
な
意
識
の
存
在
も

特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
血
脈
を
重
視
す
る
考
え
方
か
ら
特
に
意
識
し
て
日

系
人
を
い
う
意
識
も
存
在
し
た
こ
と
も

い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
2
　
　
『
日
本
書
紀
』

へ
の
関
心

　

『
日
本
書
紀
』
は
日
本
が
古
代
律
令
制
国
家

の
成
立
を
め
ざ
し
た
時
期
に
、
当

時
東

ア
ジ
ア
世
界
に
お
い
て
文
化
的
国
家
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
必
要
な
律
令
と

い
う
成
文
法
を
備
え
、
戸
籍
を
造
り
、
地
方

の
民
俗
、
宗
教
を
整
備
し
、
国
の
成

り
立
ち
を
記
し
た
歴
史
書
を
編
纂
す
る
と
い
う
流
れ
の
中
で
成
立
し
た
古
代
の
正

史
で
あ
る
。
当
然
、
当
時
成
立
を
め
ざ
し
た
天
皇
中
心
と
し
た
国
家
の
正
当
性
を

述
べ
る
も
の
で
あ
り
、
各
氏
族
の
有
す
る
伝
承
、
神
話
は
天
皇
中
心
の
系
統
と
し

て
修
め
ら
れ
た
。
完
成

・
奏
上
さ
れ
た
直
後
の
養
老
年
間
に

一
度
講
読
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
完
成
さ
れ
た
内
容
の
披
露
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
来
、
九
十

年
ぶ
り
に
弘
仁
三
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
、
多
朝
臣
人
長
を
執
講
と
し
て
外
記
曹

局
に
お
い
て
参
議
従
四
位
下
紀
朝
臣
広
浜
、
陰
陽
頭
阿
部
朝
臣
真
勝
ら
十
数
人
の

臨
席
で
講
読
が
な
さ
れ
、
以
降
ほ
ぼ
三
十
年
ご
と
六
回
に
わ
た
る
講
書
が
行
わ
れ

⑳た
。
そ
の
う
ち
弘
仁
の
講
書
は
、
講
読
ノ
ー
ト
で
あ
る

『
弘
仁
私
記
』
の
序
に
講

読
の
目
的
を
姓
の
混
乱
を
正
す
た
め
と
記
し
て
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
時
編
纂
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

て
い
た

『
新
撰
姓
氏
録
』
と
関
連
づ
け
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
関
晃
氏
は
、
弘
仁
期
が
律
令
制
弛
緩
と
い
う
現
状
に
対
峙
し
て
い
る
時
期
で
あ

る
こ
と
に
鑑
み
、
弘
仁
期

に
始
め
ら
れ
た

『
日
本
書
紀
』
の
講
読
を
、
新
た
な
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑫

建
の
道
を
探
す

「
目
本
の
古
代
史
の
再
発
見
」
と
し
た
。
物
事
の
再
建
を
試
み
る

と
き
に
は
、
そ
こ
に
至
る
経
緯
を
見
直
し
、
現
状
を
正
し
く
把
握
し
た
の
ち
に
、

そ
の
打
開
策
を
講
じ
る
も
の
で
あ
る
。
関
氏
の
指
摘
ば
重
要
な
視
点
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
弘
仁
十
二
年

(
八
二
一
)

に
文
章
博
士
が
明
経
博
士
を
ぬ

　
　
　

.　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑬

い
て
従
五
位
相
当
の
大
学
教
官
中
最
高
位
と
な
り
、
学
問

の
中
心
が
儒
教

の
経
典

の
理
論
を
説
く
明
経
道
か
ら
歴
史
と
文
学
を
説
く
文
章
道

に
移
行
し
た
こ
と
も
注

目
さ
れ
る
。
社
会
の
倫
理

・
宇
宙
の
原
理
を
論
ず
る
経
典
か
ら
、
実
際
に
起
こ

っ

た
事
績
を
語
る
歴
史
や
人

の
感
情
を
具
体
的
効
果
的
に
表
現
す
る
詩
歌

へ
、
す
な

わ
ち
抽
象
的
な
理
論
か
ら
具
体
的
な
実
践
例
に
学
問
の
中
心
が
移

っ
た
と
言
い
換

え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
文
章
道
で
説
く
歴
史
は
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
が

『
史
記
』
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窓史

『漢
書
』
等
で
あ
り
、
中
国
の
歴
史
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
触
発
さ
れ
て
自

国
の
歴
史

へ
の
関
心
が
高
ま
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
天
長
三
年

(
八
二
六
)
三

月
、
藤
原
緒
嗣
が
、
当
時
来
日
し
た
渤

海
使
に
対
す
る
紛
糾
を
述
べ
た
意
見
書
を

朝
廷
に
提
出
し
た
際
、
礼
節
を
重
ん
じ

た
例
と
し
て
儒
教
経
典

の

『礼
記
』

の
ほ

か
に
、　
『
日
本
書
紀
』
に
載
る
菟
道
稚
郎
子
の
伝
承
を
挙
げ
て
論
じ
て
い
る
こ
と

は
注
目
さ
れ
る

(『
類
聚
国
史
』
巻
百
九
十
四
　
同
年
三
月
朔
日
条
)。

　

『
日
本
書
紀
』
の
書
物
と
し
て
の
性
格
を
考
え
る
と
、
天
皇
中
心
と
す
る
国
家

の
正
当
性
を
述
べ
る
必
要
か
ら
氏
族
神
話
を
天
皇
中
心
の
系
統
と
し
て
整
理
し
て

い
る
こ
の
書
を
、
氏
族
出
自
の
正
当
性
を
勘
考
す
る
主
た
る
資
料
と
し
て
使
用
す

る
な
ら
ば
、
出
自
の
祖
を
基
と
し
た
配
列
の
順
は
、
皇
別
が
有
位

に
た
つ
順
に
な

る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の

一
方

で
、
時
間
的
経
過

の
順

で
い
え
ば
、
姓

氏
録

の
皇
別
氏
族
が
最
も
古
い
祖
と
し
て
挙
げ

る
神
武
天
皇
が
現
れ
る
以
前

の
神

代
に
、
そ
の
遠
祖
と
し
て
神
別
氏
族
の
祖

が
記
さ
れ
て
い
る
編
年
体
書
式

の

『
日

本
書
紀
』

の
構
成
は
、
最
初
の

『
新
撰
姓
氏
録
』
の
奏
進
時
に
、
神
別

・
皇
別

・

諸
蕃

の
順
と
な

っ
て
い
た
こ
と
と
も
、
矛
盾
し
な
い
。

　
最
終
的
に
、
最
初
の
奏
進
以
後
、
現
在
の
天
皇

(嵯
峨
天
皇
)

の
皇
子
た
ち
に

源
姓
が
賜
姓
さ
れ
て
皇
別
の
氏
族
と
し
て

『
新
撰
姓
氏
録
』

に
収
録
さ
れ
る
事
を

契
機
に
し
て
、
再
度
の
上
奏
時
に
皇
別
が
神
別
よ
り
も
先

に
く
る
構
成
と
な

っ
た

こ
と
は
、
古
代
国
家
体
制
の
正
当
性
の
理
由
づ
け
と
い
う

『書
紀
』

の
編
纂
目
的

に
叶
う
形
に
な

っ
た
と
も
い
え
る
。

む

す

び

　
古
代
国
家
の
骨
組
み
で
あ
る
律
令
制
が
弛
緩

し
、
そ
の
再
建
策

の
探
索
が
為
さ

れ
て
い
た
九
世
紀
、
人
的
支
配
の
要
で
あ
る
姓
に
お
い
て
も
カ
バ
ネ
の
再
編
を
は

じ
逗
、
姓
制
度

の
再
生
の
足
掛
か
り
と
な
る
施
策
の
流
れ
の
な
か
編
纂
さ
れ
た
勅
　

18

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

撰
の
氏
族
系
譜
書

・
『
新
撰
姓
氏
録
』

は
、
姓
氏
録
が
編
纂
さ
れ
た
当
代
の
氏
族

の
官
職

・
官
位
秩
序
を
表
す
る
ヵ
バ
ネ
の
配
列
で
は
な
く
、
氏
族

の
祖
の
出
自
グ

ル
ー
プ

に
よ
る
配
列

(皇
別

・
神
別

・
諸
蕃
の
三
体
)
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
た
。

こ
れ
は
当
時
横
行
し
て
い
た
冒
姓
を
防
ぐ
対
策
が
急
務
で
あ

っ
た
こ
と
、
改
姓
に

あ
た

っ
て
は
祖
が
誰
で
あ
る
か
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
氏
の
改
姓
の
過
程
と
と
も

に
同
祖

の
民
族
を
把
握
し
大
系
づ
け
る
も
の
が
冒
姓
を
勘
考
す
る
際

に
必
要
で
あ

っ
た
編
纂
側

の
事
情
と
考
え
ら
れ
る
。

　
改
姓
に
あ
た

っ
て
祖
が
誰
で
あ
る
か
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
当
時
さ
ま

ざ
ま
な
社
会
情
勢

の
変
化

の
中
で
改
姓
が
盛
ん
に
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
鑑
み
る

に
、
冒
姓
目
的
で
な
い
人

々
に
と

っ
て
も
、
改
姓
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
祖

に

対
す
る
意
識
が
高
ま

っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
宗
中
長
者
の
家
記
が
姓
の
申
請

に

あ
た

っ
て
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
も
ま
た
、
自
己
の
祖
に
繋
が
る
血
脈
の
縦

の
繋
が

り
に
加
え
て
現
在
に
広
ま
る
同
族

の
横

の
繋
が
り
に
対
す
る
認
識
を
再
確
認
さ
せ

る
も
の
と
な

っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
編
纂
期
に
は
民
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
系
譜
書
が
流
布
し
、
そ
の
認
識
の
さ
ま
ざ
ま

な
広
が
り
と
発
展
の
さ
ま
を
窺

い
し
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
か
で
も
渡
来
系
氏
族

の
系
図
と
し
て
祖
を
遡

っ
た
先

に
宇
宙

の
絶
対
神

・
天
御
中
主
命
を
置
く

「倭
漢

惣
歴
帝
譜
図
」
や
中
臣
氏

・
忌
部
氏

に
み
ら
れ
る
同
様
の
系
譜
の
存
在
は
、
自
己

の
氏
族
の
正
当
性
や
地
位
を
祖

の
天
皇
や
政
権

へ
の
貢
献
に
求

め

る

の
で
は
な

く
、
天
皇
の
祖
を
も
超
越
し
た
存
在

の
絶
対
神
に
祖
を
結
び

つ
け
る
と
こ
ろ
に
、

天
皇
制
確
立
よ
り
前
の
古
い
伝
承
を
誇
示
す
る
立
場
、
あ
る
い
は
新
興
勢
力
と
し

て
の
自
信
に
裏
打
ち
さ
れ
た
新
し
い
観
念

の
創
出
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た

厳
密
な
境
を
敷
か
れ
て
い
な
か

っ
た
日
系
人
と
い
う
考
え
方
が
こ
の
頃
意
識
し
て



『新撰姓氏録』における姓意識と渡来系氏族

示

さ

れ

て

い

る

の
も

、

る
。

血
脈
に
よ
る
ル
ー
ツ
に
対
す
る
意
識

の
影
響

と

み
ら
れ

　
奏
上
さ
れ
た

『
新
撰
姓
氏
録
』
の
構

成
は
皇
別

・
神
別

・
諸
蕃

の
配
列
と
な

っ

た
が
、
こ
れ
は
当
時
始
ま

っ
た

『
日
本
書
紀
』

の
講
読
に
お
け
る
制
度
の
再
編
を

目
的
と
し
た

「古
代
史
の
再
発
見
」

に
あ
た

っ
て
想
起
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
配
列
に

沿
う
形
と
な

っ
て
い
る
。
渡
来
系
氏
族

は
諸
蕃
と
表
現
さ
れ
、
三
体
の
な
か
で
は

最
後
に
配
列
さ
れ
た
。
た
だ
し
当
時
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方
が
並
列
、
混
在
し
て
い

た
こ
と
、
ま
た
当
時
の
政
権
が
再
建
を
め
ざ
し
た
律
令
制
の
本
質
は
旧
態
の
氏
族

制
度
に
よ
る
階
層
支
配
で
は
な
く
、
当
代

の
官
職

・
官
位
を
有
し
た
官
人
氏
族
層

の
形
成
と
維
持
に
こ
そ
あ
り
、
そ
れ
を
表
す
カ
バ
ネ
秩
序
が
依
然
生
き
て
い
た
こ

と
か
ら
、　
『
新
撰
姓
氏
録
』
の
構
成
に
よ
る
出
自

の
配
列
は

一
つ
の
示
し
と
し
て

存
在
し
続
け
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
唯

一
・
絶
対

の
規
準
で
も
な
か

っ
た
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
後
、
藤
原

・
橘

・
平

・
源
の
四
氏
な
ど
に
よ
り
参
議
の
職
が
独
占

さ
れ
る
時
代
に
至
る
前
ま
で
は
、
渡
来
系
出
自
と
目
さ
れ
る
人
物
が
参
議
と
な
る

　
　
　
　
　
　
⑭

例
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
そ
の
証
左
と
な
ろ
う
。

註①

吉

田
孝

・
大
隅
清
陽

・
佐

々
木
恵
介

「
九
i

一
〇
世
紀

の

日
本
ー
平
安
京
」

(
『
岩

　
波
講
座

日
本
通
史
古
代

4
』
、

一
九
九
五
年
)
、
村
井

章
介

「
王
土
王
民
思
想
と
九
世
紀

　
の
転
換
」
　
(
『
思
想
』

八
四
七
、

一
九
九

五
年
)
な
ど
。

②

九
世
紀

に
お
け
る
対
外
意
識

に
つ
い
て
外
交
面

か
ら

の
見
解
と
し

て
は
、
九
世
紀
中

　
頃

の
承
和
年
間
か
ら
表
面
化
し
た
朝
鮮

の
新
羅
と

の
関
係
悪
化

、
帰
化

の
禁

止
な
ど
、

　
東

ア
ジ
ア
諸
国
動
乱

の
影
響
が
国
内

の
治
安
悪
化
を
も
た
ら
す

こ
と
を
お
そ
れ
、
次
第

　
に
積
極
的
な
孤
立
主
義

に
移
行
し
て
い

っ
た
と

い
う
指
摘
が
な
さ
れ
、
律
令
制
導
入

の

　
際
に
確
立
し

た

「東

夷
の
小
帝
国
」

の
世
界
観
が
破
錠
し
、
ま
た
異
国

に
対
す
る
忌
避

　
傾
向

に
お
ち

い
り
始

め
た
と

い
わ
れ
て

い
る

(
石
上
英

一

「古
代
国
家
と
対
外

関
係
」

　

『講
座

日
本
歴
史
2
』
東
大
出
版
会
、

一
九

八
四
年
)
。

③

田
中
史
生

「
律
令
国
家
と

「
蕃
俗
」
ー
渡
来
系

氏
族
の
姓
と
出
自

の
問
題
-
」

(『
日

　

本
古
代

国
家

の
民
俗
支
配

と
渡
来
人
』

校
倉
書
房

、

一
九
九
七
年
)
。

田
中
氏
は
世
代

　

の
変

遷
の
ほ
か
、
冠
す
る
姓
が

「
蕃
姓
」
で
あ

る
か

「
和
姓
」

で
あ

る
か
も
、
出
自
国

　

の
俗

を
有

し
て
い
る
か
否
か
の
標
と
な

っ
た
と
す

る
。

ま

た
、

森
公
章
氏

は

「
○
○

　

人
」
と

い
う
表
記
で
著
さ
れ

る
人

々
を

「在

日
外
国
人
」
と

い
う
概
念

で

一
括
し

て
捉

　

え
る
考

え
方
を
示
す

(
森
公
章

「
古
代

日
本
に
お
け
る
在

日
外
国
人
観
小
考
」

『
古
代

　

日
本

の
対
外
認
識
と
通
交
』
、

吉
川
弘
文
館

、　

一
九
九
八
年
)
。

な
お

「
蕃
姓
」
　
「和

　

姓
」

に
関
連
し
た
姓
の
機
能

に
つ
い
て
は
、

私

は

田
中
罠
と
は

異
な

っ
た

見
解

を
も

　

つ
。
拙
稿

「
八
世
紀

に
お
け

る
新
来
渡
来
人

の
改
賜
姓

に
つ
い
て
」

(『
世
界
人
権
問
題

　
研
究

セ
ン
タ
;
研
究
紀
要
』
第
四
号
、

一
九
九
九
年
)
を
参
照
さ
れ

た
い
。

④

原
秀

三
郎

「
大
化
改
新
論
批
判
序
説
」

下

(
『
日
本
史
研
究
』

八
八
)
、

井
上
光
貞

　

「庚
午
年
籍
と
対
琉
政
策
」
　
『
日
本
古
代
史

の
諸
問
題
』
　
(
思
索
社

、

一
九
四
九
年
)
。

⑤

伊
藤
千
浪

「
律
令

制
下
の
渡
来
人
賜
姓
」

(『
日
本
歴
史
』
四
四
二
、

一
九
八
五
年
)
。

⑥

都
鄙
分
離

に
と
も

な
う
京
貫
増
加
に
よ
る
改
姓

の
う
ご
き
、
人

口
増
加

に
と
も
な
う

　

小
氏
分
立

に
よ
る
新

姓
賜
与
、
旧
来

の
玩
族
的
結
合
弛
緩
に
と
も

な
う
絶
戸
増
加
と
課

　
役

の
無

い
身
分
獲
得

を
目
的
と
し
た
京
畿
外

の
人
民

の
冒
姓
、
諱

に
よ
る
改
姓
を
利
用

　

し
た
下
級
官
人

の
冒
姓

な
ど
。
そ
れ
ぞ
れ

に

つ
い
て
は
、
村
山
修

一

『
日
本
都
市
生
活

　

の
源
流
』
　
(
関
書
院
、

一
九

五
三
年
)
、
村
井
康
彦

「
地
方
民

の
京
貫

一
覧
」
　
(
『古
京

　
年
代
記
』

付
録
所
収
、
角
川
書
店
、

一
九
七
三
年
)
、

義
江
明
子

『
日
本
古
代

の
残

の

　
構
造
』
　
(
吉
川
弘
文
館

、　

一
九

八
六
年
)
、

村
井
康
彦

「
氏
上

か
ら
疵
長
者

へ
」　

(
笠

　
谷
和
比
古
編

『
公
家

と
武
家
』

二
所
収
、

思
文
閣
出
版

、

一
九
九
九
年
)
、
佐

伯
有
清

　

『新

撰
姓
氏
録

の
研
究
　
研
究
篇
』
　
(
吉
川
弘
文
館

、

一
九
六
三
年
)
参
照
。

⑦
　
佐
伯
有
清
前
掲
註
⑥

書
。

⑧
　
佐
伯
有
清
前
掲
註
⑥
書

。

⑨

関
晃

「新
撰
姓
氏
録

の
撰
修

目
的

に
つ
い
て
」

(
『
史
学
雑
誌
』
第
六
〇
編
第
三
号
、

　

一
九
五

一
年
)
。

⑩
　
佐

伯
有
清
前
掲
註
⑥
書
。

⑪
　
阿
部
武
彦

「
上
代
氏
族
の
祖
先
観

に
つ
い
て
」
　
『
史
学
雑
誌
』
第

五
六
編
第

四
号
、

　

の
ち

『
臼
本
古
代

の
氏
族
と
祭

祀
』

(
吉
川
弘
文
館

、

一
九

八
四
年
)
所
収

、
津

田
左

　

右
吉

『
日
本
古
典

の
研
究
』
下

(
岩
波
書
店
、

一
九
六
三
年
)
。

⑫

溝

口
睦
子

『
日
本
古
代
氏
族
系
譜

の

成
立
』

(
第

一
法
規

出
版
、

一
九

八
二
年
)
、

　
瓣



窓史

　
同

『
古
代
氏
族

の
系
譜
』
　
(
吉
川
弘
文
館

、

一
九
八
七
年
)
。

⑬

田
中
史
生
前
掲
註
③
論
文
。

⑭

こ
れ
よ
り
以
前

に
推
古
天
皇
期
に

『
天
皇
記
』

『
国
記
』

の
修
史
事
業
が
行

わ
れ

て

　

お
り
、
そ

の
際
に
諸
氏

か
ら
系
譜

の
提

出
が
な
さ
れ
た
可
能
性

は
あ
る
が
、
不
詳

で
あ

　

る
。

⑮

林
屋
辰
三
郎

『
中
世
芸
能
史

の
研
究
』

(
岩
波
書
店
、

一
九
六
〇
年
)
。

⑯

北
村
優
季

「藤

原
京
と
平
城
京
」
　
(
加
藤
稔
先
生
還
暦
記
念
会

『
東
北
文
化
論

の
た

　

め
の
先
史
学
歴
史
学
論
集
』
、

一
九
九
二
年
)
。

⑰

日
本
古
典
文
学
大
系

『
日
本
書
紀
』

「解
説
」

(
大
野
晋
執
筆
)

(
岩
波
書
店

、

一

　
九

六
七
年
)
。

⑬

溝

口
睦
子

『
古
代
氏
族

の
系
譜
』

(
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
七
年
)
。

ま
た
、

義
江

　
氏

は
保
管
先

の
図
書
寮

の
職
掌
に

「修

撰
国
史
」
と
あ
り
、
図
書
寮
を
管
す
る
中
務
卿

　

の
職
掌

に

「
監
修
国
史
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
譜
牒
は

「国
史
編
纂

の
素

材
と
し
て
、

　

た
ん
な

る
系
譜

で
は
な
く
、
氏

の
由
来
に
関

わ
る
多
様
な
物
語

・
伝
承
を
含
む
記

録
を

　
提
出
す
る

こ
と
が
、
諸
氏

に
対
し
て
要
請
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
」
と
考
察

さ
れ

て
い

　

る
が
、
実
際

の
提

出
に

つ
い
て
は
、
確
実

な
の
は

「
少
な
く
と
も
天
平
宝
字
年
間

の
撰

　
氏
族
志
所

の
設
置
以
降
」

と
し
、

弘
仁
私
記
序

に
あ
る

記
載

の

全
肯
定

は
避

け
て
い

　

る
。
さ
ら
に
治
部
省

の
大
解
部
が
掌
る
と
さ
れ
る

「
鞫
問
譜
第
争
訟
」
が
あ
り
、
民

の

　
系
譜

に
関
わ
る
何

ら
か
の
公
式

の
記
録
が
治
部
省

に
保

管
さ
れ

て
い
た

こ
と
も
、
指
摘

　
さ
れ

て
い
る

(
義
江
明
子
前
掲
註
⑥
書
)。

⑲

佐
伯
有
清
前
掲
註
⑥
書
。
な
お
、
天
平
宝
字
年
間

の
末
に

「氏
族
志
脇
が
編
纂

さ
れ

　

た
こ
と

は
、　

『
中
臣
氏
系
図
』
所
引

「
延
喜
本
系
」
に
天
平
宝
字

五
年
撰
氏
族
志
所

の

　
宣

に
依
り
勘
造
所
に
進

っ
た
本
系
帳
か
ら
の
引
用
と
す
る
文
章
が
見
え
、
ま
た

『
新
撰

　
姓
氏
録
』
序

に

「
宝
字
之
末
其
争
猶
繁

　
仍

聚
名
儒
撰
氏
族
志
　
抄
案
不
半
　
逢
時
有

　
難

　
諸
儒
解
体
　
輟
而
不
興
」
と
し

て
、
宝
字
末
年

に
編
纂
事
業
が
行
わ
れ
た
が
完
成

　

に
は
至
ら
な

か

っ
た

こ
と
が
載

る
こ
と
か
ら
、
知
ら
れ

て
い
る
。

⑳

岸
俊
男

『
藤
原
仲
麻

呂
』

(
吉
川
弘
文
館

、

一
九

六
九
年
)
、

笹
山
晴
生

「
続
日
本

　
紀

と
古
代

の
史
書
」　
(
新

日
本
古
典
文
学
大
系

『
続

日
本
紀

一
』
岩
波
書
店
、

一
九
八

　

九
年
)
。

⑳

『唐
会
要
』

巻
三
十

六

「
玩
族
」
。

ま
た
中
国

の
出
生
と
身
分
制
度

の
流
れ
お
よ
び

　
唐

代
に
お
け

る
氏
族
志

の
類

の
編
纂

に
つ
い
て
は
、
仁
井
田
陞

「敦
煌
発
見

の
天
下
望

　
姓
馬
族
譜
ー
唐
代

の
身
分
的
内
婚
制
を
め
ぐ

っ
て
ー
」
　
『
補
訂
　
中
国
法
制
史
研
究
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2

　
奴
隷
農
奴
法

・
家
族
村
落
法
』
　
(
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
六

二
年
)
を
参
照
さ
れ
た

　

い
。

⑫

佐
伯
有
清
前
掲
註
⑥
書
。

㊧

竹
内
理
三

「
天
武
八
姓
制
定

の
意
義
」
　
『史

淵
』
第

四
三
輯
、

一
九

五
〇
年
、

の
ち

　

『
竹
内
理
三
著
作
集
第

四
巻
』

(
角
川
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
)
所
収

。

⑳
　
義
江
明
子
前
掲
註
⑥
書
。

(⑳
　
義
江
明
子
前
掲
註
⑥
書

。

㊧
　
末
松
保
和

『
任
那
興
亡
史
』
　
(
増
訂
再
版
、

吉
川
弘
文
館
、

一
九

五
六
年
)
、
佐

伯

　
有
清
前
掲
註
⑥
書
、
藤
間
生
大

『
東

ア
ジ
ア
世
界

の
形
成
』
(
春
秋
社

、

一
九

六
六
年
)

　

一
〇
五
頁
注

(
1
)
。

⑳

　
　『
続
日
本
紀
』
延
暦
九
年
十

一
月
十

目
条
。

⑱

平
野
邦
雄

『
大
化
前
代
社
会
組
織

の
研
究
』

(
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
九
年
)
。

㊧

　

　『
続

日
本
紀
』
神
亀
元
年
五
月
十
三
日
条
。

こ
の
日
の
賜
姓

に
つ
い
て
は
拙
稿
前
掲

　
註
③
論
文
参
照
。

⑳

関
晃

「上
代

に
於
け
る
日
本
書
紀
講
読

の
研
究
」

(
『
史
学
雑
誌
』

五
三
編
十

二
号
、

　

一
九
四

二
年
)
、
坂
本
太
郎

『
六
国
史
』
　
(
吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
〇
年
)
。

⑳

田
中
卓

「
日
本
紀
弘
仁
講
書
と
新
撰
姓
氏
録

の
撰
述
」

(
『
藝
林
』

創
刊
号
、

一
九

　

五
〇
年
)
。

⑫
　
関
晃
前
掲
註
⑳
論
文
。

㊥

　
弘
仁
十

二
年
二
月
十
七
日
付
太
政
官
符

(
『
類
聚
三
代
格
』
巻

五
所
収
)
。

⑭

　
参
議

は
大
臣

・
納
言

に

つ
ぐ

重

職
。

弘
仁
年
間
以
後

の
渡
来
系
矯
族

の
任
官
例
を

　

『
公
卿
補
任
』
に
み
る
と
、

大
納
謦
口
に
坂
上

田
村
麻
呂

(
弘
仁

二
年
)
、
参
議

に
菅
野

　
真
道

(
弘
仁

二
年
)
、
春
澄
善
縄

(
貞
観
二
年
～
十

二
年
)

が
み
え
る
。

坂
上

は
中
国

　
系

、
菅
野

は
百
済
系
茂
族
。
春
澄
は
旧
姓
猪
名
部
造

で
渡
来
系

の
土
木
技
術
者

で
あ

る

　
猪
名
部
と
そ

の
伴
造

の
後
裔
玩
族
。
　
『
新
撰
姓
玩
録
』
で
は
物
部
氏
系
と
百
済
系

の
二

　

つ
の
系
統
を

の
せ
、
造
姓

は
物
部
氏
系

の
神
別
と
称
し
て

い
る
。


