
宋

元

時

代

に

お

け

る

修

譜

"*'-
本木

田

憲

司

は

じ

め

に

例
中
園
に
お
け
る
族
譜
の
意
義
と
そ
の
研
究

刷
研
究
の
材
料

同
唐
代
ま
で
の
族
諮

一
宋
代
に
お
け
る
修
譜

同
北
宋
時
代
に
お
け
る
族
譜
の
成
立
||
欧
蘇
を
中
心
に

刷
南
宋
に
お
け
る
修
譜
の
傾
向

二
元
代
に
お
け
る
修
譜

お

わ

り

に
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』土

じ

め

(a) 

中
園
に
お
け
る
族
譜
の
意
義
と
そ
の
研
究

一
九
七
二
年
に
、
瓶
江
省
の
蘭
漠
鯨
で
、
南
宋
時
代
の
古
墓
が
設
見
さ
れ
、

そ
の
護
掘
が
行
な
わ
れ
た
。
調
査
院
は
、
現
地
で
関
連
史
料
を

『
古
渓
潜
氏
宗
譜
』
な
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
族
譜
が
、
何
時
頃
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
な
の

①
 

に
つ
い
て
は
、
こ
の
事
を
報
じ
て
い
る
『
文
物
』
誌
の
記
事
に

:509 

牧
集
し
た
が
、
そ
の
入
手
品
の
中
に
、

か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
献
態
で
現
代
に
至
る
ま
で
保
存
さ
れ
て
い
た
の
か
、
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は
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、

不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
人
民
共
和
園
の
成
立
、

さ
ら
に
は
文
化
大
革
命
を
経
験
し
た
今
日
に
お
い
て
も
、

地
方
の
農
村
に
お
レ
て
は
、

か
つ
て
の

「宗
諮
」
が
所
持
さ
れ
瀦
け
て
レ
た
こ
と
は
、
こ
の
種
の
書
物
の
中
園
祉
舎
に
下
ろ
し
た
根
の
深
さ
を

示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

上
述
の
記
事
で
は

瑳
見
さ
れ
た
書
物
は
「
宗
諮
」

と
い
う
名
を
持

っ
て
い
る
。

こ
の
他
に
、

族
諸

・
家
諸

・
世
譜

・
家
乗
等
々
の
名
前

が
、
こ
の
種
の
書
物
に
は
附
さ
れ
て
い
る
が
、

一
族
代
々
の
系
固
や
侍
記
を
中
心
に
、
族
的
結
合
に
闘
す
る
規
程
、
さ
ら
に
、
も

の
に
よ
っ
て
は
、
族
人
の
謹
文
に
ま
で
及
ぶ
内
容
が
牧
め
ら
れ
た
書
物
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
論
文
に
お
レ
て
は
、
便
宜
上
「
族
譜
」
に
統
一

い
ず
れ
も
、

し
て
お
く
。

族
的
結
合
の
意
識
や
祖
先
崇
奔
の
念
が
強
い
中
園
杜
舎
で
は
、
こ
う
し
た
書
物
は
歴
史
上
常
に
存
在
し
た
。
大
家
豪
族
が
整
備
さ
れ
た
鉦
加

を
作
る
の
は
勿
論
、
民
衆
迷
も
街
頭
で
出
来
合
い
の
掛
け
園
を
買
い
求
め
、
家
に
掲
げ
て
い
た
、
と
戦
前
の
中
園
の
有
様
を
傍
え
る
文
献
も
あ

②
 

る。
こ
の
よ
う
に
中
園
祉
舎
で
重
視
さ
れ
て
き
た
族
諮
で
は
あ
る
が
、
研
究
針
象
と

し

て

見

る

時

、

「

系

固

は

信

用

で

き

な

い
も
の
で
あ
り
、
系
園
祭
は
空
し
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
は
、
ど
う
し
て
も
捨
て
去
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
事
賀
、
系
固
に
は
偽

③
 

濫
が
つ
き
も
の
で
、
古
く
は
、
顔
師
古
が
そ
の
漢
書
へ
の
注
の
中
で
、
私
語
の
編
纂
の
虚
妄
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
近
世
に
お
け
る
族

一
般
的
に
一言
っ

て、

-28-

諸
の
原
型
の

一
っ
と
後
世
に
見
倣
さ
れ
て
い
る
駄
陽
備
の

ら

正
史
の
一
部
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が

@
 

「
新
唐
書
宰
相
世
系
表
、
皆
承
用
逐
家
諸
牒
、
故
有
謬
誤
」
と
、
洪
遁
に
批
判
さ
れ
て
お
り
、
近
世
譜
の
組
と
い
わ
れ
る
、
同
じ
く
欧
陽

に
指
摘
さ
れ
て
い
ら

「
新
唐
書
宰
相
世
系
表
」
も
、

備
の
「
欧
陽
氏
譜
園
」
に
も

問
題
の
あ
る
こ
と
が
、

や
は
り
南
宋
時
代
の

『斉
東
野
語
』

こ
う
し
た
系
園
の
偽
濫

は、

い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
、
も
し
墜
に
系
園
の
内
容
を
喋
喋
し
、
そ
の
員
偽
を
論
ず
る
の
み
で
あ
れ
ば
、

そ
の
磨
間
的
無
内
容
は
否
定
で
き
な
い
。

無
駄
で
は
な
い
と
考
え
る
。

し
か
し
、
修
譜
と
レ
う
行
痛
が
持
つ
意
義
や
、
各
時
代
に
お
け
る
そ
の
傾
向
を
考
察
す
る
こ
と
は
、



日
本
に
お
け
る
族
譜
の
研
究
は
、
東
洋
文
庫
・
東
方
文
化
皐
院
東
京
研
究
所
、
さ
ら
に
は
内
閣
文
庫
に
お
け
る
族
譜
の
牧
集
を
基
礎
と
し
て

⑥
 

行
な
わ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
牧
集
は
、
清
も
し
く
は
民
園
以
後
の
も
の
を
中
心
と
し
、
明
代
の
も
の
が
僅
か
に
加
わ
っ
て
い
る
朕
態
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
の
豊
富
な
現
物
材
料
を
利
用
し
、
そ
の
記
述
内
容
、
す
な
わ
ち
、
系
園
や
各
種
碑
記
な
ど
か
ら
、
宗
族
制
度
を
中
心
と
す
る
家
族

問
題
や
、
族
有
財
産
の
あ
り
方
等
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
主
な
研
究
の
方
向
で
あ
り
、
そ
れ
は
明
清
祉
曾
経
済
史
の
解
明
に
射
し
て
貢

献
を
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
研
究
の
基
礎
と
し
て
の
史
料
撃
と
し
て
、
「
譜
史
」
の
研
究
も
行
な
わ
れ
て
き
た
。
今
、
そ
の
代
表
的

⑦
 

研
究
者
を
由
挙
げ
る
な
ら
ば
、
牧
野
巽
・
仁
井
田
陸
・
清
水
盛
光
・
多
賀
秋
五
郎
と
い
っ
た
人
々
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
、
宗
族
結
合
史
の

一
部
と
し
て
、
後
に
述
べ
る
「
譜
の
牧
族
機
能
」
の
面
に
注
目
し
て
、
譜
の
朕
況
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
角
度
が
大
き
い
。
確
か
に
、

一
族
の

系
譜
の
編
纂
は
、

ま
ず
第
一
に
そ
の
家
族
や
宗
族
の
あ
り
方
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
、

同
時
代
に
お
け
る
彼
等
(
こ
こ

で
と
り
あ
げ
る
宋
元
時
代
で
あ
れ
ば
、
士
大
夫
層
)
全
睦
の
あ
り
方
と
の
か
か
わ
り
に
於
て
考
察
の
封
象
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
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こ
れ
ら
の
研
究
に
は
、
書
物
と
し
て
の
譜
そ
の
も
の
へ
の
関
心
は
薄
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
も
、
本
論
の
劃
象
で
あ
る
「
宋
元
時
代
の
修
譜
」
に
つ
い
て
は
、
現
物
が
存
在
せ
ぬ
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
つ
い
て
の

概
観
か
ら
も
推
定
で
き
る
よ
う
に
、
近
世
譜
の
起
源
と
さ
れ
て
い
る
欧
陽
備
・
蘇
淘
の
二
人
に
つ
い
て
鯛
れ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
中

@
 

で
、
宋
元
時
代
に
お
け
る
全
盤
的
朕
況
を
論
じ
た
も
の
に
は
、
わ
ず
か
に
、
牧
野
巽
氏
の
「
元
代
に
於
け
る
漢
民
族
の
族
譜
」
が
あ
る
だ
け
で
あ

る
。
し
か
も
、
こ
れ
は
、
わ
ず
か
六
百
字
足
ら
ず
の
皐
曾
護
表
の
要
旨
で
あ
り
、
宋
元
譜
の
諸
特
徴
を
箇
保
書
き
風
に
と
ら
え
て
い
る
に
す
ぎ

ず
、
具
鐙
的
な
材
料
に
よ
る
裏
附
け
も
な
さ
れ
て
は
い
な
い
。
以
上
の
黙
に
、
小
論
が
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
意
義
が
存
す
る
と
考
え
る
。

め

研

究

の

材

料

既
に
燭
れ
た
よ
う
に
、

日
本
に
お
け
る
族
譜
の
牧
集
は
、
明
清
時
代
に
作
ら
れ
た
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
黙
は
、
海
外
に
つ
い
て
も

@
 

そ
の
現
物
を
我
々
が
隈
に
す
る
事
は
、
少
な
く
と
も
今
の
と
こ
ろ
不
可
能
で
あ
る
。
と
す
れ

511 

ほ
ぼ
同
様
で
、
宋
元
時
代
の
族
譜
に
つ
い
て
は
、
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ば
、
そ
の
研
究
に
あ
た
っ
て
は
、
何
を
材
料
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

今
、
主
た
る
材
料
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
次
の
三
つ
で
あ
る
。

⑪
 

宋
元
文
集
に
含
ま
れ
て
い
る
族
譜
の
序
文

付〈コ
書
目
類
へ
の
著
録

同

現
存
族
譜
に
お
け
る
記
事
(
特
に
「
沓
序
」
)

し
か
し

こ
の
う
ち
白
に
閲
し
て
は

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

系
譜
の
偽
濫
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

明
清
時
代
に
編
ま
れ
た
族
譜
に
於
い

「
奮
序
」
の
名
の
も
と
に
、
宋
元
時
代
の
修
諸
に
際
し
て

て
、
そ
の
宋
元
に
遡
る
記
事
は
、
果
し
て
信
頼
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、

の
序
文
、
そ
れ
も
名
人
の
手
に
な
る
も
の
が
、
現
存
の
族
語
に
は
少
な
か
ら
ず
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
文
章
が
、
現
行
の
彼

⑪
 

等
の
文
集
に
は
ほ
と
ん
ど
牧
め
ら
れ
て
い
な
い
貼
な
ど
は
、
や
は
り
、
そ
の
員
偽
に
疑
問
を
持
た
さ
る
を
得
な
い
一
例
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

@
 

ま
た
、
明
代
の
松
江
府
に
お
い
て
偽
譜
が
製
造
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
宮
崎
市
定
氏
も
指
摘
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
白
は
、
量
的
に
も
豊
富
で

あ
り
、
魅
力
的
な
史
料
群
で
は
あ
る
が
、
か
な
り
の
注
意
が
そ
の
利
用
に
あ
た
っ
て
は
必
要
で
あ
る
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
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次
に
匂
で
あ
る
が
、
多
く
は
、
車
に
書
名
や
著
者
名
し
か
奉
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、

ま
た
、
族
譜
が
元
来
「
私
」
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

る
た
め
か
、

目
録
類
へ
の
著
録
は
必
ず
し
も
充
分
で
は
な
く
、
史
料
と
し
て
の
層
の
薄
さ
は
否
め
な
い
。

そ
の
現
存
が
、
文
集
の
存
侠
と
い
う
偶
然
に
左
右
さ
れ
て
は
い
る
が
、
同
時
代
性
に
つ
い
て
は
信
頼
が
出
来
、
量
的
に
も
、
以
下
で

@
 

述
べ
る
如
く
、
あ
る
程
度
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
て
お
り
、
小
論
の
主
な
材
料
た
り
得
る
と
考
え
る
。
こ
の
材
料
に
つ
い
て
は
、
牧
野
巽
、
多
賀

⑪
 

秋
五
郎
の
南
氏
も
注
目
し
、
そ
の
研
究
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
が
、
具
種
的
な
結
買
は
少
な
く
、
本
稿
は
、
宋
元
「
譜
序
」
を
正
面
か
ら
利

ハ円は、

用
し
た
最
初
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
な
お
、
文
集
に
含
ま
れ
る
譜
の
断
片
や
石
刻
史
料
な
ど
が
、
第
一
級
の
史
料
で
あ
る
事
は
、
ヰ
=
口
を
侠

-
-
Pム
、

0

4
4
4
j

、L
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(c) 

唐
代
ま
で
の
族
譜

中
園
に
お
い
て

「族
譜
」
と
い
う
呼
稽
を
持
つ
書
物
に
は
、
大
き
く
わ
け
で
二

つ
の
種
類
が
あ
る
。

一
つ
は
、
特
定
の
地
域
(
大
は
中
圏
全

僅
か
ら
、
小
は

一燃
の
範
園
に
至
る
ま
で
)
に
お
け
る
名
族
を
列
奉
し
た
も
の
で
あ
り
、
他
の

一
つ
は
、
あ
る
特
定
の
家
系
に
つ
い
て、

そ
の
上
世

か
ら
嘗
代
に
至
る
ま
で
の
流
れ
を
記
述
す
る
事
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
(
多
く
の
場
合
、
そ
の
他
に
「
族
規
」
等
の
記
事
を
含
む
)
、

小
論
の
封
象
と
な
る
の
は
、
嘗
然
後
者
で
あ
る
。
こ
う
し
た
父
祖
歴
代
に
亙
る
系
譜
に
つ
い
て
の
絞
謹
は
、
個
々
人
の
碑
停
行
肢
に
於
て
も
見
出

せ
る
が
、
そ
れ
自
盟
を
主
目
的
と
す
る
黙
で
は
、
む
し
ろ
、
宋
元
、

と
く
に
元
代
に
多
く
見
ら
れ
る
「
先
埜
碑
」
と
呼
ば
れ
る
碑
文
の
一
形
式

に
相
通
ず
る
と
言
え
る
。
後
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、
元
代
に
於
て
は
、
江
西
を
中
心
と
す
る
江
南
に
族
譜
は
多
く
そ
の
痕
跡
を
留
め
る
。

@
 

こ
れ
に
劃
し
、
山
東
を
中
心
と
し
た
華
北
に
先
埜
碑
は
頻
見
す
る
。

こ
の
、
人
聞
の
自
ら
の
祖
先
に
つ
い
て
知
り
、

そ
れ
を
記
し
留
め
よ
う
と
す
る
営
痛
が
、
中
園
に
於
て
、
何
時
か
ら
始
ま
っ
た
か
は
わ
か
ら
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な
い
が
、
以
下
の
行
論
の
前
提
と
し
て
、
宋
代
ま
で
の
譜
の
歴
史
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

系
譜
が
、
祉
曾
的
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
の
は
、
六
朝
時
代
に
於
て
で
あ
る
。
こ
の
時
代
は
、
門
閥
貴
族
が
力
を
得
て
、
家
系
が
、
現
貫

社
曾
に
お
け
る
個
々
の
一
族
の
地
位
を
決
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
天
下
の
各
々
の
族
闘
を
登
録
し
、
か
っ
、
そ
れ
を
甲
乙
す
る
こ
と
が
、
園

家
の
任
務
で
す
ら
あ
り
、
そ
こ
で
の
ラ
ン
ク
附
け
に
麿
じ
て
官
僚
が
選
び
出
さ
れ
る
黙
で
、
譜
牒
は
支
配
祉
曾
に
お
け
る
基
礎
的
な
文
書
で
あ

⑮
 

っ
た
。
各
王
朝
に
於
て
は
、
園
家
的
な
修
譜
が
行
な
わ
れ
、
そ
れ
ら
を
は
じ
め
と
す
る
、
こ
の
形
式
の
譜
牒
は
『
惰
書
』
経
籍
志
へ
の
著
録
に

@
 

そ
の
名
を
留
め
て
い
る
。

よ
っ
て
、

こ
れ
に
封
し
、
あ
る
一
族
が
自
ら
の
淵
源
を
述
べ
る
た
め
に
編
ん
だ
譜
に
つ
い
て
は
、
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
各
貴
族
の
系
譜
が
、
山
問
書
に

@
 

納
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
古
く
か
ら
あ
っ
た
し
、
前
段
に
述
べ
た
よ
う
な
ラ

ン
キ
ン
グ
に
翠
げ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
各
族
は
、
自
ら
の
系
譜
を
書
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き
記
し
た
も
の
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
少
な
か
ら
ざ
る
一
族
譜
が、

や
は
り
惰
志
に
は
著
録
さ
れ
て
い
る
し
、

さ
ら
に
、
嘗
時
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の
書
物
(
例
え
ば
、

『世
説
新
一
語
』

に
付
さ
れ
た
梁
の
劉
孝
標
の
注
〉
に
引
用
さ
れ
た
断
片
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
多
く
の
一
族
諸
に
つ

い
て
は
、

章
宗

⑮
 

源
が

『陪
経
籍
志
考
誼
』
の
中
で
列
挙
し
て
お
り
、
首
時
の
修
譜
の
盛
況
を
知
る
事
が
で
き
る
。

「
門
閥
で
あ
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
全
て
が
決

せ
ら
れ
た
、
こ
の
「
貴
族
の
時
代
」
に
作
ら
れ
た
多
く
の
譜
は
、
す
ぐ
れ
て
政
治
的
な
産
物
と
し
て
、
彼
等
を
政
治
的
・
祉
舎
的
に
位
置
づ
け

る
た
め
の
書
物
で
あ

っ
た
し
、

貴
族
達
の
自
ら
の
門
閥
と
し
て
の
正
統
性
の
宣
言
で
あ
っ
た
、
と
言
え
よ
う
。

唐
代
に
お
い
て
も
、

そ
の
前
半
期
に
は

門
閥
貴
族
の
勢
力
は
大
き
く
、

従
っ
て

族
諮
は
そ
の
機
能
を
失
っ
て
は

い
な
い
。

唐
の
太
宗

は
、
高
士
廉
・

章
挺

・
与
文
本

・
令
狐
徳
楽
と
い

っ
た
人
々
に
命
じ
て
多
く
の
氏
族
に
つ
い
て
等
第
を
分
ち
、
『
氏
族
志
』
百
巻
を
編
纂
さ
せ

た
。
こ
の
編
纂
に
お
い
て
、
太
宗
が
一
度
は
成
立
し
た
書
を
差
し
戻
し
、
「
除
以
今
日
冠
軍
鶏
等
級
高
下
一
と
言
い
、
第
一
姓
に
あ
っ
た
崖
幹
を

@
 

第
三
姓
と
し
た
如
く
、
こ
の
『
氏
族
志
』
は
、
唐
朝
位
制
内
部
で
の
役
割
の
重
親
に
よ
る
ラ
ン
ク
附
け
と
、
山
東
貴
族
へ
の
牽
制
と
を
目
的
と

し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
族
諸
が
唐
に
あ
っ
て
も
、

そ
の
政
治
的
な
機
能
を
失
っ

て
い
な
か
っ
た
事
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
も
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そ
の
名
残
り
で
あ
る
『
新
集
天
下
郡
望
氏
族

@
 

譜
』
や
『
氏
族
志
断
簡
』
が
敦
埋
で
護
見
さ
れ
、
仁
井
田
陸
氏
や
池
田
温
氏
に
よ
る
詳
し
い
研
究
が
あ
る
。
し
か
し
、
彼
等
門
閥
貴
族
の
波
落

の
を
は
じ
め
と
し
て
唐
代
に
は
、
何
回
か
天
下
の
名
族
の
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

と
共
に
、
こ
の
形
式
は
姿
を
消
し
て
い
く
。
そ
の
最
後
の
も
の
が

『
太
卒
狸
字
記
』
に
お
け
る
「
氏
族
」
の
項
目
で
あ
ろ
う
。

費
著
の
撰
と
さ
れ
る
『
成
都
氏
族
譜
』
は
そ
の

一
例
で
あ
る
。

@
 

族
」
は
、
醤
来
の
そ
れ
と
は
性
格
を
異
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
私
は
先
に
論
じ
て
た
。

た
だ
し
宋
代

に
於
て
も
、

羅
列
の
形
式
の
譜
は
存
在
す
る
。

し
か
し
そ
こ
に
見
え
る

「氏

「
譜
」
に
闘
し
て
言
え
ば
、
宋
代

以
後
は
次
章
で
取
り
上
げ
る
如
く
、
欧
蘇
を
代
表
と
す
る
近
世
的
一
族
譜
が
主
流
を
占
め
る
時
代
と
な
る
。

宋
代
に
お
け
る
修
譜

(a) 

北
宋
に
お
け
る
族
譜
|
欧
蘇
を
中
心
に
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宋
代
は
譜
皐
の
衰
え
た
時
代
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
内
藤
湖
南
の
指
摘
を
ま
た
ず
と
も
、
お
そ
ら
く
は
常
識
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
前

代
ま
で
の
如
く
、
園
家
の
事
業
と
し
て
の
族
譜
編
纂
は
、
も
は
や
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
新
し
い
時
代
の
措
い
手
と
な
っ
た
士
大
夫
達
も
、

@
 

彼
等
自
身
の
一
族
の
た
め
に
譜
を
作
る
。
こ
う
し
た
、
い
わ
ば
「
近
世
譜
」
の
組
と
さ
れ
る
の
が
、
欧
陽
線
附
(
「
欧
陽
氏
譜
園
」
)
と
蘇
淘
(
「
蘇
氏

@
 

譜
画
」
〉
の
二
人
で
あ
る
。

蘇
淘
が
書
い
た
「
譜
例
」
に
は
、
唐
代
後
半
以
後
の
譜
の
衰
退
に
つ
い
て
、

蓋
自
唐
表
、
譜
牒
腹
絶
。
士
大
夫
不
講
而
世
人
不
載
。
於
是
乎
、
由
賎
而
貴
者
耽
言
其
先
、
由
貧
市
富
者
不
録
其
租
、
而
譜
途
大
慶
。

と
あ
り
、
唐
末
の
混
凱
の
中
で
、
譜
系
の
作
製
と
い
う
奮
来
か
ら
の
習
慣
は
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
と
し
、
欧
陽
備
も
、
「
前
世
常
多
喪
範
、
而

@
 

土
大
夫
之
世
譜
、
未
嘗
紐
也
。
自
五
代
迄
今
、
家
家
亡
之
」
と
同
じ
見
解
を
と
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
唐
末
五
代
の
混
凱
に
で
は
な
く
、
{
木

@
 

代
以
後
の
科
翠
重
視
に
、
族
譜
衰
退
の
原
因
を
求
め
る
考
え
方
も
あ
り
、
陳
侍
良
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

自
園
初
、
以
行
翠
誘
致
偏
方
之
士
、
市
緊
之
中
都
。

牒
、
身
不
重
郷
貫
。
以
此
得
人
、
而
其
流
弊
則
在
今
日
。 向

之
矯
聞
局
唐
漢
偽
官
者
、

往
往
慕
化
従
順
、

願
仕
於
本
朝
。

由
是
、
家
不
向
譜
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
宋
代
に
入
っ
て
、
族
譜
は
衰
亡
の
道
を
歩
み
始
め
た
。
こ
れ
に
射
し
、
欧
蘇
二
人
は
、
皐
に
自
ら
の
家
の
系
譜
を
編
む
だ
け

で
は
な
く
、
そ
れ
が
、
新
し
い
時
代
に
お
け
る
族
譜
の
モ
デ
ル
と
な
る
事
を
目
指
し
て
い
た
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
二
人
が
共
通
の
見
解
を
持
っ

て
レ
た
事
は
、
蘇
淘
の
「
譜
例
」
に
引
か
れ
た
、
欧
陽
備
の
次
の
言
葉
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

他
日
、
欧
陽
公
見
而
嘆
目
、
吾
嘗
局
之
失
。
出
而
観
之
、
有
異
法
鷲
。
日
是
不
可
濁
吾
二
人
魚
之
、
勝
天
下
興
不
可
無
也
。

そ
し
て
、
彼
等
の
期
待
の
如
く
、
後
世
の
族
譜
の
編
者
達
は
、

修
譜
を
行
な
い
、
彼
等
二
人
の
語
は

「
譜
例
」
と
し
て
明
清
譜
に
は
、

お
お
む
ね
こ
の
二
人
の
形
式
を
範
と
し
て
(
少
な
く
と
も
、
そ
う
い
う
建
て
前
で
)

@
 

し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
。

欧
陽
筒
、
蘇
淘
の
二
人
は
、
ど
ち
ら
も
作
り
上
げ
た
族
講
を
石
に
刻
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
世
に
俸
え
よ
う
と
し
向
。
事
貫
、
後
段
で

515 

取
り
上
げ
る
呉
澄
は
、
欧
陽
備
の
子
孫
が
も
た
ら
し
た
、
そ
の
拓
本
に
劃
し
て
践
を
書
い
て
お
り
、

そ
れ
が
長
く
俸
世
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
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ゐ
ま
た
、
蘇
淘
の
場
合
に
は
、
先
祖
の
墓
の
側
に
「
族
譜
亭
」
な
る
も
の
を
作
り
、
そ
こ
に
石
刻
し
た
譜
を
立
て
て
、
正
月
ご
と
に
瞳
奔
さ

せ
向
。
そ
し
て
、
彼
の
「
族
譜
亭
記
」
に
は
、
「
凡
在
此
者
死
必
赴
、
冠
要
妻
必
告
。
少
雨
孤
則
老
者
字
之
、
貧
而
無
関
則
富
者
一
般
之
。
市
不

然
者
、
族
人
之
所
共
詣
一
殻
也
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
建
物
に
、
一
族
の
中
心
と
し
て
の
機
能
を
、
持
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

二
人
の
修
譜
の
時
期
は

一
旦
衰
え
た
諮
問
学
が
復
興
の
き
ざ
し
を
見
せ
た
時
代
で
あ
っ
た
。

一
つ
に
は

や
は
り
欧
陽
備
の
「
新
唐
書
宰
相

世
系
表
』
が
あ
る
。
五
世
で
断
じ
る
欧
蘇
二
人
の
譜
と
は
異
な
り
、
古
い
租
先
に
ま
で
遡
る
も
の
で
、
む
し
ろ
古
い
タ
イ
プ
の
系
園
の
様
式
に

@
 

属
す
る
も
の
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
や
は
り
、
後
世
に
は
族
譜
の
形
式
の
規
範
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
世
系
表
」
の
貫
質
的
な
作
者
で
あ
る
呂
夏

@
 

卿
は
、
「
譜
翠
」
に
通
じ
た
人
物
と
さ
れ
、
欧
陽
筒
が
そ
の
族
譜
を
編
ん
だ
時
、
多
忙
の
た
め
に
、
自
身
の
一
族
の
譜
系
に
つ
い
て
、
細
部
は

@
 

旦
口
夏
卿
へ
問
い
合
わ
せ
る
事
で
済
ま
せ
て
し
ま
っ
た
と
博
え
ら
れ
る
。

@
 

る。

そ
の
他
、

同
時
代
人
で
は
超
件
に
も
、

修
譜
を
行
な
っ
た
痕
跡
が
あ

こ
う
し
た
譜
皐
復
興
の
時
代
背
景
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
蘇
淘
の
「
族
譜
後
録
」
が
、
至
和
二
年
(
一

O
五
五
)
九
月
の
日
附
を
有
し
、
欧

@
 

陽
備
の
方
は
、
そ
れ
よ
り
や
や
早
い
よ
う
で
あ
る
。
仁
宗
の
至
和
年
聞
と
い
え
ば
、
宋
王
朝
の
成
立
か
ら
ほ
ぼ
百
年
、
世
代
的
に
は
三
代
目
の

時
期
で
あ
る
。
科
翠
の
確
立
は
、
建
て
前
と
は
言
え
、
支
配
層
と
し
て
の
官
僚
身
分
を
、
個
人
の
資
質
に
基
く
も
の
と
し
た
。
従
っ
て
、
唐
代

ま
で
の
よ
う
に
、
修
譜
を
通
じ
て
一
族
の
名
門
性
を
、
封
外
的
に
誇
る
事
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
減
じ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
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度

衰

え

た

修

譜

の

風

が

再

び

興

っ

た

の

は

何

故

で

あ

ろ

う

か

。

譜

の

も

つ

(
リ
族
的
結
合
の
強
化
)
機
静
」
へ
の
期
待
で
あ
ろ
う
。
叉
、
も
う
一
つ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
事
に
、
書
く
に
値
す
る
だ
け
の
「
家
系
」
の
成
立

が
あ
ろ
う
。
前
述
の
建
て
前
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
恩
蔭
を
代
表
と
す
る
別
塗
出
仕
を
通
じ
て
、
代
々
官
僚
を
出
す
よ
う
な
家
系
(
筆
者
は
こ
れ
を

@
 

「
官
僚
の
家
」
と
呼
ぶ
)
が
、
早
く
も
北
宋
後
牢
期
に
成
立
し
て
い
た
。

一
つ
に
は

蘇
氏
の
例
に
は
っ
き
り
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
牧
族

こ
れ
ら
の
家
系
に
か
か
わ
る
人
々
が
、
新
し
い
時
代
の
名
門
と
し
て
、

そ
の
代
々
の
記
録
を
作
成
す
る
に
値
す
る
と
い
う
自
意
識
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
、
こ
の
時
期
に
、
欧
蘇
を
代
表
と
す
る
修
譜
の
風
が

費
生
し
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
後
代
ま
で
引
き
縫
が
れ
た
一
つ
の
原
因
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



'叉
、
語
の
形
式
面
か
ら
見
る
と
、
欧
蘇
は
共
に
、
五
代
の
租
ま
で
で
打
ち
切
り
、
し
か
も
、
直
系
の
租
を
重
視
す
る
、
「
小
宗
中
心
」
の
譜

で
あ
っ
ヤ
欧
蘇
二
人
の
修
譜
の
、
後
世
に
劃
す
る
影
響
は
大
き
い
が
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
後
代
の
譜
は
、
彼
等
の
素
志
に
反
し
て
、
内

容
の
機
大
の
方
向
へ
と
饗
化
し
て
レ
っ
た
。
極
端
な
例
と
し
て
は
、
元
代
に
於
て
、
議
章
の
羅
氏
の
族
語
は
大
宗
主
義
を
と
り
、
そ
こ
に
記
述

@
 

さ
れ
て
い
る
人
々
の
敷
は
、
十
五
世
十
八
涯
千
五
百
人
に
の
ぼ
っ
て
い
る
と
い
う
。
確
か
に
、
現
存
す
る
明
清
族
譜
を
見
る
時
、

そ
の
鉦
大
さ

に
驚
か
さ
れ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
尤
も
、
元
代
に
於
て
も
、
牧
録
範
囲
の
限
定
の
方
向
を
維
持
し
た
例
も
あ
り
、
「
築
城
王
氏
宗
系
園
碑
」

(
皇
慶
二
年
一
一
一
二
三
)
が
、
蘇
淘
の

「
語
震
親
作
、
親
壷
則
情
壷
」
と
い
う
語
を
引
い
て
、

針
象
を
六
代
に
限
定
し
、
叉
「
近
詳
遠
略
」
と

@
 

そ
の
方
針
を
明
記
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。

欧
蘇
二
譜
の
形
式
が
ど
う

饗
遷
し
て
い
っ
た
か
こ
そ
が
、
近
世
譜
の
歴
史
と
も
言
え

る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
清
代
中
期
の
桐
城
汲
の
皐
者
で
、
『
漢
皐
商
免
』
の
作
者
と
し
て
有
名
な
方
東
樹
が
、
そ
の
一
族
の
族
譜
の
た
め

@
 

に
書
い
た
序
文
に
お
い
て
指
摘
し
て
い
る
、
彼
の
時
代
の
語
と
、
欧
蘇
二
人
の
譜
と
の
著
述
形
式
の
差
異
を
例
と
し
て
事
げ
る
の
に
止
め
た

い
。
彼
は
、
ま
ず
、
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
理
由
を
異
に
し
な
が
ら
も
、
針
象
を
五
世
の
租
に
と
ど
め
て
い
る
貼
を
誤
り
で
あ
る
と
し
た
の
句
、
譜

の
形
式
に
お
け
る
二
つ
の
時
代
の
差
を
七
つ
あ
げ
、
同
時
代
の
謹
を
「
猿
自
負
語
必
法
欧
蘇
也
、
此
輿
耳
食
何
異
」
と
批
判
し
て
い
る
。
そ
の

も
し
系
圃
の
形
式
の
み
に
注
目
し
て
い
う
な
ら
ば
、
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七
つ
の
駐
を
箇
篠
書
き
に
す
る
。

あ詳
る@略
。の

差

蘇
譜
は
、
古
い
祖
先
で
、
以
後
が
絶
え
て
い
る
者
は
、
別
録
と
し
て
い
る
。
今
の
譜
は
「
非
失
之
謹
則
失
之
漏
」
で

〔
譜
闘
の
書
き
方
の
差
〕

(
省
略
)

〔
起
譜
の
差
〕

@
 

蘇
譜
が
高
粗
か
ら
始
め
る
の
に
射
し
て
、
今
は
「
始
遷
之
組
」
か
ら
始
め
る
。

蘇
譜
は
嫡
子
を
中
心
と
し
て
い
る
が
、
今
は
、
嫡
子
か
ど
う
か
は
関
係
が
な
吋
。

蘇
譜
の
法
で
は
、
大
宗
と
小
宗
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
修
譜
を
行
な
う
か
に
つ
い
て
は
、
身
分
に
よ
る
匿
別
が
あ
っ

四

〔
嫡
子
の
地
位
〕

〔太
宗
と
小
宗
〕
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ム

ノ、

略遠
を近
決に
めよ
てる
い詳

モ@芭

@
 

た
が
、
今
は
崩
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

欧
蘇
共
に
、
直
系
の
租
に
詳
し
く
、
他
は
略
す
る
が
、
今
の
譜
は
、

そ
の
人
物
の
地
位

・
経
歴
に
よ
っ
て
詳
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七

〔
虚
詞
の
多
載
〕

欧
蘇
共
に
、
繋
世
を
中
心
と
し
て
い
る
が
、

今
の
譜
は

@
 

「
体
賛
揚
美
の
虚
詞
」
が
多
い
。

こ
の
よ
う
に
、
蘇
淘
が
「
譜
例
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
譜
に
封
す
る
考
え
方
を
多
く
書
き
残
し
て
い
る
た
め
、

そ
ち
ら
と
の
比
較
に
偏
つ
て
は

い
る
が
、
彼
等
二
人
と
清
代
の
そ
れ
と
の
比
較
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
方
氏
の
比
較
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、

や
は
り
、
諮
の
牧
録
範
圏
、

記
述
内
容
共
に
通
じ
る
横
大
の
方
向
の
指
摘
で
あ
り
、
宋
か
ら
清
ま
で
の
聞
に
、
族
譜
は
そ
の
内
容
を
膨
脹
さ
せ
績
け
て
い
っ
た
、

と
ま
と
め

る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

欧
陽
惰

・
蘇
'淘
の
二
人
以
後
の
族
諸
に
つ
い
て
は
、
北
宋
時
代
で
は
、

『
宋
史
喜
文
志
』
や
、
『
通
志
喜
文
略
』
な
ど
へ
の
著
録
に
よ
っ
て
、

@
 

そ
の
存
在
を
知
る
事
が
で
き
る
と
い
う
だ
け
の
も
の
が
大
部
分
で
あ
り
、
序
文
史
料
と
し
て
は
、

滋
酢
の
「
家
譜
後
序
」
が
、
北
宋
期
の
文
集

⑪
 

で
今
の
と
こ
ろ
見
出
し
得
た
た
だ

一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
欧
蘇
を
代
表
と
す
る
譜
の
盛
行
が
、

同
時
代
及
び
次
の
世
代
に
如
何
に
引

き
縫
が
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
出
来
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
が
、
失
に
、

南
宋
時
代
へ
と
眼
を
輯
じ
た
い
。

- 36ー
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南
宋
時
代
に
お
け
る
修
譜
の
傾
向

南
宋
に
入
る
と
修
譜
に
闘
す
る
史
料
も
増
加
す
る
。
南
宋
に
お
け
る
序
文
類
の
数
や
分
布
に
つ
い
て
は
、
失
章
で
元
代
に
つ
い
て
と
り
あ
げ

る
時
に
一
緒
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
(
三
八
頁
の
表
を
参
照
)
、
ま
ず
注
目
し
た
い
も
の
に
、
『
山
右
石
刻
叢
編
』
巻
二

O
に
牧
め
ら
れ
て
い

@
 

る
「
袈
氏
族
譜
石
刻
」
が
あ
る
。
こ
の
碑
文
は
、
金
代
に
お
け
る
唯

一
の
族
譜
史
料
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
大
定

一
一
年

(
一
一
七

一
)
と
い
う

製
作
時
期
は
、
南
宋
後
牢
期
の
も
の
が
多
い
序
文
史
料
に
比
し
て
古
く
、
さ
ら
に
、
そ
の
「
聞
喜
安
氏
家
譜
序
」
が
修
譜
の
事
情
に
比
較
的
詳

し
い
。
そ
の
た
め
、
有
用
な
現
物
史
料
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
序
文
の
記
述
に
よ

っ
て
、
碑
の
建
立
の
い
き
さ
つ
を
見
て
み
た
同
。



こ
の
石
刻
の
あ
る
聞
喜
牒
は
、
現
在
の
行
政
匡
重
に
も
そ
の
名
を
残
す
が
、

と
、
斐
氏
に
は
、
古
く
か
ら
族
譜
が
停
え
ら
れ
て
い
た
が
、
世
の
混
観
で
そ
れ
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、

山
西
省
の
西
南
の
隅
、

解
州
の
近
く
で
あ
る
。

序
文
に
よ
る

一
族
の
蓑
再
興
が
中
心
と
な
っ

て
(
石
に
刻
す
る
こ
と
に
)
衆
議
を
決
し
た
。

企
て
を
聞
い
た
族
人
は
そ
れ
に
従
い
、
人
手
や
費
用
を
集
め
て
、
砕
を
建
て
た
と
い
う
。
こ
の
袈

@
 

と
く
に
官
僚
を
輩
出
し
た
様
子
も
な
い
。
こ
の
石
碑
を
作
る
た
め
の
石
も
、
租
先
の
墓
場
の
側

氏
は
、
格
別
の
名
門
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

に
轄
が
っ
て
い
る
無
字
の
碑
を
轄
用
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

以
上
の
経
過
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
地
方
の
小
族
に
お
い
て
す
ら
、
既
に
一
族
共
同
の
事
業
と
し
て
、
族
譜
を
完
成
さ
せ
、

そ
れ
を
石
に
刻

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
欧
蘇
か
ら
表
氏
ま
で
の
聞
の
こ
の
百
年
聞
は
、
族
譜
史
料
の
上
で
は
、

ほ
と
ん
ど
，
フ
ラ
ン
ク
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
が
、

そ
の
聞
に
、
族
譜
は
こ
の
よ
う
に
贋
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

序

文

史

料

も

そ

の

数

を

増

し

、

ま

ず

序

文

を

中

心

と

し

て

見

た

、

「
作
ら
れ
方
」
の
特
徴
で
あ
る
が
、
譜
の
作
者
は
も
ち
ろ
ん
、
序
文
の
作
者
を
見
て
も
、
自
序
も
し
く
は
、
同
族
の
人
土
の
手
に
な
る
も
の
が

@
 

多
い
。
序
文
に
あ
る
日
附
や
筆
者
の
生
設
年
な
ど
を
参
考
に
し
て
整
理
す
る
と
、
古
い
も
の
に
お
い
て
、
と
く
に
そ
れ
が
目
立
つ
。
北
宋
の
三

つ
の
史
料
、
欧
蘇
と
滋
酢
の
場
合
も
、
や
は
り
自
序
で
あ
る
。
ま
た
、
一
族
内
部
の
も
の
で
な
い
と
し
て
も
、
先
に
鯛
れ
た
袈
氏
の
場
合
、
序

文
に
よ
れ
ば
、
撰
文
が
「
里
人
」
劉
若
虚
、
書
と
題
額
が
「
口
巴
人
」
斬
慮
、
と
い
っ
た
よ
う
に
、
蓑
氏
に
密
接
し
た
小
範
園
の
中
の
人
物
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
事
は
、
譜
を
作
る
事
が
、
ま
だ
ま
だ
内
輪
の
作
業
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
族
外
の
名
人
に
大
々
的
に
序
文
を
依
頼
す

@
 

る
傾
向
は
、
宋
末
頃
か
ら
徐
々
に
始
ま
り
、
元
へ
と
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

南
宋
時
代
も
後
牢
に
な
れ
ば
、

検
討
の
材
料
を
興
え
て
く
れ
る
。

譜
の

- 37-

衣
に
、
出
来
上
っ
た
族
譜
や
譜
圃
の
存
在
形
態
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
、
石
碑
の
形
式
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
欧
蘇
が
石
碑
の
形
式

を
用
い
た
こ
と
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
後
に
も
、
碑
刻
し
た
こ
と
を
俸
え
る
序
文
は
多
い
。
こ
う
し
た
石
碑
は
、
一
族
の
墓
地

@

@
 

に
建
て
ら
れ
る
事
が
多
く
、
叉
、
蘇
氏
に
倣
っ
て
「
族
譜
亭
」
を
建
築
し
た
例
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
族
人
達
の
そ
こ
に
集
う
事
が
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期
待
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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一
族
の
譜
を
石
に
刻
す
る
の
は

一
つ
に
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
譜
の
内
容
を
物
理
的
な
破
壊
か
ら
ま
ぬ
か
れ
さ
せ
て
、

そ
れ
を
不
朽
に
停

え
よ
う
と
す
る
た
め
な
の
で
あ
ろ
う
。
叉
、

一
つ
に
は
、
確
定
さ
れ
た
系
譜
を
族
人
に
公
示
す
る
役
割
を
措
っ
て
い
た
と
き
?
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
(
ち
ょ
う
ど
、
石
経
が
経
書
の
公
定
テ
キ
ス
ト
を
人
々
に
示
す
機
能
を
持
っ
て
い
た
よ
う
匂
)
。

こ
う
し
て
見
て
み
る
と
、
南
宋
時
代
は
、
族
諸
に
と
っ
て
は

一
つ
に
は
普
及
の
時
代
で
あ
り
、
も
う
一
つ
に
は
、
元
来
一
族
の
内
輪
の
作

業
で
あ
っ
た
修
譜
が
、
外
界
と
の
か
か
わ
り
を
持
ち
始
め
た
時
代
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
後
者
の
貼
に
つ
い
て
は
、
元
代
に
お
い
て
よ
り
重

要
な
意
味
を
持
つ
事
と
な
る
。

元
代
に
お
け
る
修
譜

の
序
文
類
の
現
存
朕
況
、

宋
元
時
代
の
修
諸
に
闘
す
る
基
本
的
な
史
料
が
、
文
集
類
に
牧
め
ら
れ
た
「
語
序
」
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に

「は
し
が
き
」
で
述
べ
た
。
こ

と
く
に
地
域
的
な
分
布
を
、
宋
と
元
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
レ
て
整
理
し
た
も
の
が
次
の
表
で
あ
る
。

こ
の
表
を
見
て
す
ぐ
に
気
が
つ
く
特
徴
が
二
つ
あ
る
。
そ
れ
は
吋
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宋元時代における譜序の地域分布

l 宋* I 元 i
軸 |比率 l

三よ (%) ， 

I ~ 3 

10 

2 

39 

8 

5 

12 

4

5

8

1

1

4

7

3

2

2

4

0

5

 

1

2

7

1

1

2
 

1 

2 

の
ん

C
O
η
ru

2 

4 

名
譜

河北

江蘇

安徽

山西

山東

河南

漸江

江西

湖南北

四川

福建

その他

不明

省

100 総数

*欧蘇及び金のものは含んでいない。
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元
代
で
の
譜
序
数
の
藍
倒
的
増
加
と

そ
の
分
布
の
地
域
的
偏
り
で

あ
る
。

第

一
に
地
域
的
な
偏
り
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
、

@
 

統
志
』
の
行
政
医
分
で
見
る
と
、
江
漸
等
慮
行
中
書
省
が
六
二
、
江

『一万

西
等
盛
行
中
書
省
が
五
四
と
な
り
こ
の
二
つ
の
江
南
の
行
省
で

元
代
譜
序
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
た
だ
、
元
の
行
省
は
蹟
く
、

江
西
等
鹿
行
中
書
省
は
、
江
西
省
の
他
に
今
の
贋
東
省
を
も
含
ん
で

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
ち
ら
に
は
譜
序
の
残
存
は
無
い
と
い
っ



た
問
題
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
特
徴
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
、
表
は
現
代
の
省
の
区
分
に
よ
っ
て
作
製
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
江
西
省
が

匪
倒
的
多
数
と
な
り
、
全
佳
の
ほ
ぼ
三
九
%
を
占
め
る
事
に
な
る
。
こ
れ
に
績
い
て
、
新
江

・
安
徽
・

一繭
建
の
順
で
各
省
が
並
ぶ
。
江
西
の
場

合
、
臭
澄
及
び
そ
の
弟
子
達
の
多
作
に
よ
る
増
加
を
見
逃
す
事
は
出
来
な
い
が
、
果
澄
の
手
に
な
る
江
西
関
係
譜
序
二
六
篇
を
除
い
て
も
四
七

と
い
う
こ
と
に
な
り
、

や
は
り
江
西
へ
の
集
中
は
揺
が
な
い
。
宋
代
の
譜
序
の
分
布
に
つ
い
て
も
、
南
宋
の
江
南
支
配
と
い
う
事
情
と
、
そ
の

数
量
的
限
界
と
い
う
こ
つ
の
問
題
は
あ
る
が
、

や
は
り
江
西
が
一
番
多
い
と
い
う
結
果
に
な

っ
て
い
る
。

比
較
の
た
め
に
日
本
に
現
存
す
る
明
清
族
譜
を
省
別
に
整
理
し
た
多
賀
秋
五
郎
氏
の
統
計
を
利
用
す
る
と
、

@
 

あ
る
。

そ
の
上
位
四
省
は
次
の
如
く
で

江
蘇

四
二
三

新
江

三
七
八

江
西

四

(
総
数
は
一
二
一
一
八
)
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安
徽

一
一
八

こ
う
し
て
み
る
と
、
明
清
時
代
で
は
あ
ま
り
目
立
た
な
い
江
西
省
の
元
代
に
お
け
る
優
位
と
、
明
清
で
は
首
位
の
江
蘇
省
が
、
元
代
に
つ
い
て

は
僅
か
の
数
字
し
か
出
て
こ
な
い
貼
が
注
目
さ
れ
る
。
江
蘇
の
増
加
に
つ
い
て
は
、
近
代
に
お
け
る
こ
の
地
域
の
繁
柴
と
の
関
係
が
可
能
性
と

し
て
考
え
う
る
が
、
宋
元
に
お
け
る
江
西
へ
の
偏
重
に
つ
い
て
は
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
な
し
難
い
。

次
に
譜
序
数
の
増
加
に
つ
い
て
で
あ
る
。
今
、
こ
れ
ら
の
譜
序
が
牧
録
さ
れ
て
い
る
、
宋
元
時
代
の
別
集
類
に
つ
い
て
、
そ
の
現
存
吠
況
を

比
較
し
て
み
る
と
、
雨
王
朝
の
長
さ
の
差
に
よ
っ
て
卒
均
す
れ
ば
、
元
の
文
集
は
、
宋
代
の
そ
れ
に
封
し
、
約
一

・
四
倍
の
密
度
で
存
在
し
て

@
 

い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
程
度
の
比
率
で
は
、
表
に
見
え
る
よ
う
な
、
約
十
倍
と
い
う
、
こ
の
二
つ
の
時
代
に
お
け
る
譜
序
の
現
存

量
の
差
は
説
明
で
き
な
い
し
、
叉
皐
な
る
時
代
の
新
し
さ
、

と
い
う
理
由
に
解
消
で
き
る
も
の
で
も
あ
る
ま
い
。
こ
れ
は
、
元
代
に
お
け
る
族

521 

譜
の
在
り
方
、
言
い
換
え
れ
ば
、
族
譜
の
護
展
の
歴
史
に
お
け
る
元
代
の
位
置
と
の
か
か
わ
り
で
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
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い
て

一
庭
考
え
ら
れ
る
答
を
提
出
す
る
な
ら
ば

←ぅ

族
諮
そ
の
も
の
の
増
加

(二)

序
文
の
作
製
の
増
加

伺

語
序
を
文
集
に
牧
め
る
傾
向
の
定
着

な
ど
で
あ
る
。
結
論
の
み
を
言
え
ば
、
こ
れ
ら
三
つ
の
全
て
が
理
由
と
な
っ
て
、
別
表
の
よ
う
な
数
字
が
出
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
a

単
に
、

ハ門

の
族
譜
倣
の
増
加
に
の
み
理
由
附
け
を
求
め
る
事
は
正
し
く
な
い
と
考
え
る
。

現
存
明
清
譜
に
は

「
奮
序
」
の
名
目
で
宋
人
や
元
人
の
序
文
、

し
か
も
朱
子
を
代
表
例
と
す
る
よ
う
な
、
今
も
文
集
が
残
っ
て
い
る
名
人

の
序
文
が
、
少
な
か
ら
ず
牧
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
集
の
側
に
、
そ
れ
に
劃
臆
す
る
文
章
が
存
在
し
な
い
、
と
レ
う
事
責
に
つ

@
 

そ
の
史
料
債
値
に
疑
問
を
呈
し
た
が
、
そ
の
原
因
に
は
、
白
に
あ
げ
た
よ
う
な
、
文
集
製
作
の
方
針
に
よ
る
場
合
も
あ
っ

い
て
先
に
指
摘
し
、
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た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
事
は
、
時
代
に
よ
る
文
集
編
集
の
傾
向
の
嬰
化
と
い
う
大
き
な
問
題
に
つ
き
あ
た
り
、
筆
者
の
今
の

力
量
で
は
答
を
出
せ
な
い
。
こ

こ
で
は
、

そ
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

又
、
口
に
挙
げ
た
語
序
を
中
心
と
す
る
族
諮
関
係
史
料
の
増
加
は
、
元
代
諮
の
、
い
わ
ば
質
的
な
面
で
の
特
徴
に
も
か
か
わ
っ
て
レ
る
。
譜

序
の
記
事
か
ら
窺
え
る
元
代
族
譜
の
特
徴
に
は
、
次
の
も
の
が
あ
る
。

←ぅ

名
人
に
よ
る
譜
序
の
量
産

仁)

譜
の
存
在
形
態
と
し
て
の
印
刷
の
出
現

同

「
二
次
的
な
族
譜
」
の
史
料
的
増
加

の
三
つ
で
あ
る
。

ま
ず
、
付
に
つ
い
て
考
え
る
。
元
代
の
譜
序
全
鐙
の
中
で
、
臭
澄
の
書
い
た
も
の
が
占
め
る
割
合
は
、
彼
の
書
い
た
譜
序
の
数
が
、
三
七
で

あ
る
か
ら
、
全
践
の
中
で
二
二
%
と
、
大
き
な
比
重
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

臭
澄
(
一
二
四
九
|
一
一
三
二
一
ニ
)
は

江
西
省
の
崇
仁
燃
の
人



で
、
北
の
許
衡
と
並
び
稀
さ
れ
る
元
代
江
南
第
一
の
閉
筆
者
で
あ
り
、
思
想
史
に
お
い
て
は
、
朱
子
四
俸
の
弟
子
に
あ
た
る
理
皐
者
で
あ
る
が
、

そ
れ
と
共
に
、
同
郷
の
陸
象
山
を
も
重
ん
じ
て
、
朱
陸
一
致
を
主
張
し
た
事
で
有
名
な
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
元
朝
に
仕
え
て
、
英
宗
賓
録
の

編
集
に
嘗
っ
た
の
を
初
め
、
翰
林
経
涯
の
官
を
歴
任
し
た
が
、
故
郷
崇
仁
豚
と
中
央
と
を
常
に
往
復
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
文
集
『
果

@
 

文
正
公
集
』
に
牧
録
さ
れ
た
多
く
の
譜
序
は
、
崇
仁
を
含
む
撫
州
府
一
帯
と
、
近
郊
す
る
直
陵
な
ど
の
人
々
の
も
の
が
多
い
。

元
代
に
は
、
呉
澄
の
他
に
も
、

令
A

匹、

一
人
で
十
篇
以
上
の
譜
序
を
書
い
た
人
物
と
し
て
、
虞
集
・
玉
置
・
危
素
・
呉
海
が
い
る
。
因
に
、
宋
人
で

@
 

一
人
で
三
つ
の
語
序
を
残
し
て
い
る
欧
陽
守
道
・
文
天
鮮

・
劉
辰
翁
の
三
人
が
一
番
の
多
作
で
あ
る
か
ら
、
元
代
に
な
っ
て
、

一
人
に
よ

る
多
作
と
い
う
傾
向
が
出
て
き
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
叉
、
虞
集
・
危
素
の
二
人
の
他
、
元
明
善
、
貢
師
泰
、
陳
放
と
い
っ
た
、
呉
澄
の

@
 

皐
振
の
人
々
が
、
語
序
を
書
き
残
し
、
彼
の
撃
波
全
佳
と
し
て
も
、
多
く
の
譜
序
を
生
産
し
て
い
る
と
言
え
る
。

臭
澄
に
限
ら
ず
、
虞
集
は
歪
章
閣
侍
書
博
士
、
危
素
は
翰
林
皐
士
承
旨
と
レ
っ
た
よ
う
に
、
経
箆
の
高
官
に
就
い
て
お
り
、
い
ず
れ
も
嘗
時

@
 

の
著
名
な
文
人
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
人
物
に
序
文
を
依
頼
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
譜
に
権
威
を
持
た
せ
る
こ
と
を
依
頼
す
る
側
で
は
狙

っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
個
人
的
に
親
密
な
開
柄
で
も
な
い
著
名
人
へ
の
序
文
の
依
頼
は
、
族
誇
が
も
は
や
前
述
の
よ
う
な
、

「
内
輸
の
も
の
」

- 41ー

で
は
な
く
な
っ
て
い
た
事
、
し
か
も
、
そ
の
権
威
を
外
部
の
人
聞
に
依
存
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
た
事
、

従
来
石
刻
に
附
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
多
か
っ
た
族
譜
が
、

を
示
し
て
い
る
。

第
二
に
、

元
に
入
っ
て
印
刷
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
始
め
た
こ
と
に
つ
い
て
で
あ

る
。
少
な
く
と
も
今
の
と
こ
ろ
、
宋
人
文
集
に
牧
め
ら
れ
た
譜
序
に
は
、
印
刷
に
つ
い
て
の
記
事
は
見
出
し
得
ず
、
元
に
な
っ
て
か
ら
の
記
述

@
 

し
か
な
い
。
一
般
に
、
書
物
を
印
刷
す
る
と
い
う
行
震
の
持
つ
意
味
は
、
単
な
る
大
量
生
産
と
い
う
一
面
の
み
で
は
な
く
、
寓
本
が
停
え
ら
れ

る
過
程
で
、
し
ば
し
ば
篤
し
誤
ま
り
が
費
生
す
る
の
に
射
し
、
版
本
に
す
れ
ば
、
定
本
の
テ
キ
ス
ト
が
複
数
存
在
し
得
る
こ
と
に
な
り
、

@
 

停
衆
に
正
確
を
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
義
も
あ
る
。
族
譜
の
場
合
、

そ
の

み
で
あ
っ
た
り
、

一
族
の
中
心
人
物
の
手
許
に
、
紗
本
が
一
部
置
か
れ
て
い
る
の

一
族
の
中
心
地
(
例
え
ば
、
代
々
の
墓
地
)
に
一
本
の
石
碑
が
立
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
印
刷
に
よ
っ
て
複
数
の
族
譜
が

523 

存
在
し
得
る
よ
う
に
な

っ
た
と
言
え
る
。
そ
の

一
つ
の
結
果
と
し
て
、
分
散
し
た
支
涯
の
各
々
に
同
じ
族
譜
の
テ
キ
ス
ト
が
蔵
さ
れ
る
事
が
可
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次
に
指
摘
し
て
レ
る
「
二
次
的
な
譜
」

は
、
恐
ら
く
、
こ
う
し
た
存
在
形
式
の
挺
化
の
影
響
も
あ
る
と
考
え
た
い
。
後
代
に
お

い
て
は
、
族
譜
は
、
印
刷
さ
れ
て
各
支
汲
の
許
に
留
め

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
向
、
そ
う
し
た
傾
向
の
端
緒
は
、
元
代
に
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
譜
の
テ
キ
ス
ト
が
多
く
存
在
す
る
こ
と
は
、
外

族
諮
の
牧
録
範
囲
の
城
大
を
産
み
出
し
た
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り

の
出
現
に

能
に
な
っ
た
こ
と
は
、

部
の
人
聞
に
そ
れ
が
接
す
る
機
禽
を
増
す
こ
と
に
も
つ
な
が
り
、
譜
の

「内
輪
性
」
を
薄
め
る
方
向
に
作
用
し
た
で
あ
ろ
う
。

第
三
の
特
徴
と
し
て
翠
げ
た

「
二
次
的
な
族
譜
」

と
は
、

次
の
二
つ
の
傾
向
の
も
の
を
指
す
。

第

一
に
は
、

3
 

そ
れ
を
資
料
と
し
て
編
纂
し
直
し
て
い
る
が
、
彼
の
場
合
に
は
、
同
族
の
中
で

「合
族
譜
」
的
な
も
の
で
あ

る
。
欧
陽
備
は
、
修
譜
に
あ
た
っ
て

一
族
の
諸
を
集
め
て、

資
料
を
つ
き
合
わ
せ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
と
は
異
な
り
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
各
地
に
分
散
し
て
レ
る
い
く
つ
か
の
小
宗
に

@
 

元
に
な
っ
て
史
料
上
に
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
黙
で
あ
る
。
こ

お
い
て
作
ら
れ
た
族
譜
が
、

よ
り
大
き
な
車
位
で
再
び
編
纂
さ
れ
直
す
例
が
、

う
し
た
諮
の
成
立
に
は
、

そ
れ
に
先
行
す
る
修
譜
の
積
み
重
ね
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

「
合
族
譜
」
は
修
譜
が
一
定
程
度
の
護
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達
段
階
に
ま
で
成
長
し
て
、

は
じ
め
て
出
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
同
じ
事
は
、
も
う
一
つ
の
要
素
で
あ
る
「
再
修
・
三
修
の
譜
」

に
つ
い
て
も
言
う
事
が
で
き
る
。
こ
れ
は

一
度
成
立
し
た
族
譜
か
、
時
間
的
な
経
過
に
伴
っ
て
、
内
容
へ
の
補
正
が
必
要
と
な
り
、
第
二
、
第

三
の
そ
れ
が
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
先
行
す
る
譜
の
存
在
に
よ
っ
て
始
め
て
可
能
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
修
諸
経
験
の
蓄
積
と
成

@
 

熟
と
を
要
求
す
る
。
元
代
の
修
譜
は
、
単
に

一
族
の
内
部
で
、
歴
代
の
租
を
追
崇
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
書
き
記
し
た
も
の
を
作
る
段
階
に
と
ど

ま
ら
ず
、

一
た
び
成
立
し
た
譜
に
射
し
て
、

よ
り
そ
の
債
値
を
高
め
る
た
め
の
加
工
を
加
え
る
段
階
へ
進
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

」
れ
ら
二
つ
の
次
元
の
異
な
る
意
味
を
持
つ
譜
を

一
つ
に
ま
と
め
て
取
り
上
げ
た
の
は
、
第

一
に
ま
ず
、
修
譜
経
験
の
成
熟
の
必
要
が
共

通
す
る
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、

そ
の
成
立
の
前
提
と
な
っ
た
譜
が
、
資
料
上
に
痕
跡
を
残
し
て
は
い
な
い
、

と
い
う
黙
に
も
注
目
し
た
い
。
序

文
と
い
う
媒
睡
を
通
じ
て
、
個
々
の
族
譜
に
つ

い
て
我
々
、か
知
る
事
が
出
来
る
の
は
、
多
く
の
偶
然
の
重
な
り
合
い
に
す
ぎ
な
い
事
は
認
め
つ

そ
れ
ら
の
も
の
が
、
外
へ
向
い
て
作
ら
れ
た
も
の
で
な
か
っ
た

つ
も
、
前
提
と
な
っ
た
諮
に
つ
い
て
、
何
も
残
っ
て
い
な
い
事
に
つ
い
て
は
、

こ
'
と
'も、

一
つ
の
原
因
で
は
な
か
っ
た
か
、

と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
次
的
な
も
の
の
作
製
さ
れ
る
段
階

・
時
期
に
な
っ
て
、

』主

じ



め
て
、
そ
の
「
内
輪
性
」
が
減
衰
し
、
我
々
の
目
の
燭
れ
る
形
で
、
そ
の
痕
跡
を
残
し
得
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
三
つ
の
質
的
な
特
徴
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
た
。
族
譜
は
、
一
族
内
部
の
す
ぐ
れ
て
私
的
な
編
纂
物
で
あ
り
、
そ
の
非
公
開
性
は
、

@
 

多
く
の
族
譜
に
見
ら
れ
る
原
則
と
し
て
、
民
園
に
至
る
ま
で
、
建
て
前
と
し
て
は
存
在
す
る
。
し
か
し
、
序
文
を
遁
じ
て
以
上
見
て
き
た
よ
う

に
、
現
買
に
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
六
朝
時
代
の
よ
う
に
、

そ
の
内
容
が
、
例
え
ば
官
吏
登
用
の
如
き
現
質
的
な

利
害
と
は
繋
が
る
こ
と
の
な
か
っ
た
筈
の
宋
元
時
代
に
於
て
も
、
族
譜
に
偽
濫
の
誕
生
し
た
事
も
、
そ
こ
に
外
へ
の
意
識
が
存
在
し
た
か
ら
で

@
 

あ
る
。
こ
の
事
は
、
既
に
南
宋
時
代
に
、
同
時
代
人
の
指
摘
の
封
象
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
元
に
は
、
族
外
の
人
物
に
劃
し
て
、
修
譜
を

@
 

依
頼
し
た
例
す
ら
あ
る
。

こ
う
し
た
、
元
代
に
お
け
る
族
譜
の
額
在
化
の
傾
向
が
、
先
に
掲
げ
た
表
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
譜
序
を
は
じ
め
と
す
る
族
譜
史
料
の
増
加

を
導
い
た
一
因
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
族
譜
自
睦
の
増
加
と
い
う
要
素
も
亦
、
嘗
分
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、

前
に
も
燭
れ
た
「
譜
の
牧
族
機
能
」
で
あ
る
。
事
賞
、
元
代
の
譜
序
を
見
る
と
、
社
禽
的
な
混
観
の
産
物
と
し
て
製
作
さ
れ
た
事
を
記
す
例
が

- 43ー

少
な
く
な
い
。

金
元
・
宋
元
の
交
代
期
に
お
け
る
混
範
は
、

と
く
に
華
北
に
お
い
て
激
し
く
、
多
量
の
「
駈
儒
」
の
出
現
と
そ
の
解
放
、

と
い
う
過
程
を
経
る
。

「
儒
戸
」
の
設
定

モ
ン
ゴ
ル
の
侵
入
に
よ
る
混
凱
の
中
を
逃
げ
ま
ど
い
、
ま
た
は
被
虜
と
な
っ
て
北
方
へ
徒
さ
れ
た
人
々
は
、
先
祖
の
得

@
 

た
詰
敷
や
歴
代
の
譜
牒
を
も
棄
て
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
元
の
侵
入
に
よ
る
混
飽
に
よ
っ
て
譜
牒
が
失
わ
れ
た
た
め
、
譜
を
再
修
し
た

⑮
 

り
、
二
度
と
失
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
石
刻
と
し
た
「
先
埜
碑
」
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
後
代
に
俸
え
る
旨
を
記
し
た
史
料
は
、
少
な
く
な
い
の

で
あ
る
。

社
曾
的
混
乱
と
、
そ
れ
へ
の
劉
鷹
と
し
て
の
修
譜
と
い
う
角
度
か
ら
見
れ
ば
、
事
は
何
も
モ
ン
ゴ
ル
の
侵
入
に
限
ら
な
い
。
元
代
に
お
け
る

も
う
一
つ
の
大
動
靴
で
あ
る
、
紅
巾
の
乱
に
際
し
て
も
、
そ
れ
に
伴
う
譜
の
浬
滅
と
そ
の
再
修
は
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
安
徽
に
そ
の

例
が
多
い
。
こ
の
地
域
で
の
紅
巾
は
、
至
正
一
二
年
壬
辰
(
二
二
五
二
U

に
、
徐
蕎
輝
が
、
部
下
の
項
普
略
を
振
遣
し
て
、
徽
州
路
を
攻
め
さ
せ

525 
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⑮
 

た
事
か
ら
始
ま
り
、

そ
の
鎮
定
の
後
も
、
明
に
よ
る
統
一
に
至
る
ま
で
、
毎
歳
の
如
く
兵
禍
を
被
る
事
と
な
っ
た
。
元
末
明
初
の
徽
州
近
過
に

「
壬
辰
之
繁
」
の
語
が
、
史
料
に
散
見
す
る
。
共
に
徽
州
路
に
居
を
定
め
て

い
た
戴
氏
や
張
氏

@
 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
丘
一火
の
中
で
停
来
の
語
系
を
失
い
、
族
諮
を
重
修
し
、

お
け
る
修
譜
は
、

こ
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、

ま
た
、

瀬
川
(
現
祈
江
省
)
の
許
頗
は
、
こ
の
兵
凱
で
、
自
ら
の
家
の

@
 

譜
系
を
失

っ
た
の
に
射
し
て
、
親
族
の
章
氏
が
守
り
得
た
事
を
、
序
の
中
で
讃
え
て
い
る
。
そ
の
他
、
大
徳
元
年
(
一
二
九
七
〉
の
風
水
害
の
被

@
 

官
官
に
よ
っ
て
失
っ
た
族
譜
を
再
修
し
た
陳
高
の
例
な
ど
も
あ
る
。

原
因
が
、
戦
飢
や
祉
曾
饗
化
、
あ
る
い
は
最
後
の
陳
氏
の
よ
う
に
天
災
で
あ
れ
、

ま
う
と
い
う
事
は
、

一
族
の
中
心
に
据
え
ら
れ
る
は
ず
の
族
譜
が
失
わ
れ
て
し

一
族
中
に
何
等
か
の
危
機
の
設
生
し
た
事
を
意
味
す
る
。
そ
の
時
、

一
族
の
原
委
を
再
確
認
し
、
同
族
と
し
て
の

一
位
感

を
強
め
る
事
に
よ
り
、

そ
の
危
機
を
乗
り
き
ろ
う
と
し
て
、
族
諮
は
再
修
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

と
い
う
よ
り
、
質
際
的
な
利
益
を
も
た
ら
す
貼
で
は
、
族
語
以
上
の
意
義
を
持
っ
て
レ
た
義
荘
に

@
 

も
、
こ
う
し
た
危
機
は
及
ぶ
。
至
正
六
年
に
金
華
府
の
胡
助
の
書
い
た
「
胡
氏
族
譜
序
」
は
、
彼
自
身
の
編
ん
だ
族
譜
へ
の
自
序
で
あ
る
が
、

そ
こ
で
は
、
胡
氏
の
族
譜
が
彼
に
よ
っ
て
再
修
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
原
因
と
し
て
、
族
結
合
の
緩
み
か
ら
生
じ
た
義
荘
の
崩
壊
の
危
機
が

族
的
結
合
の
手
段
と
し
て
族
譜
と
並
ぶ
、
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事
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
差
役
に
よ
る
負
捨
が
、
こ
の
豊
か
で
あ
っ
た

一
族
を
ゆ
さ
ぶ
り
、

が
こ
の
序
の
中
で
、

そ
れ
ま
で
郷
里
に
残
っ
て
族
事
を
管
理

@
 

し
て
い
た
兄
が
死
ん
だ
た
め
、
京
師
に
い
た
胡
助
は
、
故
郷
に
蹄
っ
て
再
建
に
あ
た
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
胡
氏
の
危
機
の
原
因
に
は
、
車

@
 

に
外
か
ら
の
匪
力
の
み
な
ら
ず
、
族
内
に
つ
い
て
も
、
官
僚
家
系
と
し
て
の
胡
氏
の
不
振
や
、
族
内
の
不
統

一
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
胡
助

「
時
異
事
殊
、
理
民
者
不
以
数
化
震
意
、
市
惟
務
貧
刻
、
族
人
之
懐
私
利
己
者
、
亦
乗
時
篤
好
」
と
書
い
て
い
る
よ
う
な

@
 

ま
ず
義
荘
の
回
を
族
人
に
分
割
す
る
事
に
よ
っ
て
役
の
負
措
者
を
創
出
す
る
と
共
に
、
族
譜
を
編
む

宜
敬
念
租
宗
之
淳
、
以
有
此
身
相
興
和
睦
」
と
、
胡
氏

一
族
の
結
合
の
精
神
的
な
紐

「
縫
自
今
凡
我
族
人
子
孫
、
観
其
譜
者
、

し
か
も
、

状
態
に
な
っ
て
い
た
。
開
郷
し
た
彼
は
、

事
に
よ
っ
て
、

融
市
と
し
よ
う
と
す
る
ο

こ
の
時
恥
で
序
文
は
終
わ

っ
て
お
り
、
事
の
成
否
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
胡
氏
の
例
に
お
い
て
も
、

「
族
譜
」
は

た
が
の
ゆ
る
ん
だ

一
族
の
再
結
合
の
手
段
と
し
て
、
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



『
心
史
』
の
「
九
儒
十
巧
」
の
読
に
代
表
さ
れ
る
元
朝
支
配
下
で
の
漢
人
知
識
人
の
悲
惨
・
不
遇
の
強
調
は
、
必
ず
し
も
あ
た
っ
て
は
お
ら

@
 

ず
、
元
朝
に
於
い
て
も
、
彼
等
は
「
儒
戸
」
と
し
て
、
地
位
の
保
護
と
優
遇
と
を
受
け
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
全
鐙
と
し
て
の
士
人
が
不
遇
で

れ
つ
つ
あ
っ
た
「
官
僚
の
家
」
の
多
く
は
、

こ
の
異
民
族
の
侵
入
、

は
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
し
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、

個
々
人
、
あ
る
い
は
個
々
の
一
族
を
取
り
上
げ
て
考
え
れ
ば
、
宋
代
に
な
っ
て
形
成
さ

王
朝
の
交
代
と
い
う
時
代
の
大
波
の
中
に
渡
し
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
か
ろ

う
じ
て
維
持
さ
れ
た
一
族
の
中
に
も
、
官
僚
と
し
て
の
地
位
の
喪
失
、
科
拳
の
鹿
止
に
よ
っ
て
、

そ
の
存
在
の
精
神
的
・
祉
禽
的
な
面
で
の
基

盤
を
失
い
、
荒
臨
放
し
て
い
っ
た
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
胡
氏
の
例
は
、
族
譜
に
よ
っ
て
そ
れ
を
く
い
と
め
よ
う
と
し
た
一
つ
の
例
と
言
え

L
よ
A
ノ。こ

う
し
て
み
る
と
、

元
代
に
お
け
る
語
序
の
増
加
に
、

お
そ
ら
く
は
反
映
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
族
譜
の
多
産
は
、
宋
代
以
後
成
立
し
て
き
た

新
し
い
タ
イ
プ
の
名
門
で
あ
る
「
官
僚
の
家
」
の
、
内
外
か
ら
の
危
機
へ
の
反
雁
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
今
、
我
々
が
元
代
の
譜
序
を
讃
む

時
、
個
々
の
家
の
祖
先
達
が
宋
代
に
於
て
就
い
て
い
た
官
界
で
の
地
位
に
つ
い
て
の
絞
越
を
見
出
す
こ
と
は
多
い
。
こ
れ
こ
そ
は
、
自
ら
の
家

の
名
門
と
し
て
の
歴
史
を
再
確
認
す
る
事
に
よ
っ
て
、
族
の
統

一
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
事
の
具
鐙
的
表
わ
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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「弛帽
の

牧
族
機
能
」
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
指
摘
も
さ
れ
て
き
た
し
、
こ
の
論
文
の
中
で
も
、
し
ば
し
ば
鰯
れ
て
き
た
。
そ
の
限
り
に
於
て
は
、
元
代

に
お
け
る
族
譜
の
増
加
の
原
因
を
こ
の
よ
う
な
黙
に
求
め
る
の
は
、
新
味
の
な
い
結
論
に
た
ど
り
つ
い
た
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で

問
題
と
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
譜
の
作
製
が
、
宗
族
制
を
め
ぐ
る
家
族
問
題
に
の
み
か
か
わ
っ
て
瑳
展
し
て
き
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
作
者
で

あ
る
士
大
夫
官
僚
達
の
あ
り
方
と
も
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
部
分
的
に
で
は
あ
れ
、
明
ら
か
に
で
き
た
と
考
え
る
。

お

わ

り

既
に
書
い
た
如
く
、

宋
元
時
代
に
お
け
る
族
譜
に
つ
レ

て
は
、
今
ま
で
、

ほ
と
ん
ど
解
明
の
た
め
の
努
力
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
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論
文
で
は
、
資
料
と
し
て
の
債
値
が
認
め
ら
れ
な
が
ら
、
利
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
譜
序
」
を
主
な
材
料
と
し
て
宋
元
、

と
く
に
、
多



た
も
の
か
ら
、

量
の
語
序
が
現
存
す
る
元
代
に
つ
い
て
、
族
諸
編
纂
の
欣
況
と
そ
の
特
徴
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
族
譜
が
同
族
内
部
に
閉
ざ
さ
れ

刑判
外
的
な
意
識
を
も
含
む
よ
う
に
な

っ
た
こ
と

そ
し
て
そ
れ
が
、

族
諸
史
料
の
増
加
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
つ
い
て
論
じ

5~3 

た
。
そ
れ
は
、

こ
う
し
た
族
譜
の
生
産
者
達
で
あ
る
士
大
夫
官
僚
達
が
、

モ
ン
ゴ

ル
族
の
侵
入
と
い
う
危
機
へ
の
反
雁
で
も
あ
っ
た
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。

で

そ
の
地
位
を
代
々
固
定
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
の
反
映
で
あ
り
、

一
方

最
後
に
、
語
序
を
め
ぐ
る
小
論
で
は
解
答
を
出
せ
な
か
っ
た
二
つ
の
問
題
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。

一
つ
は
思
想
史
上
の
問
題
で
あ
る
。
北
宋
か
ら
南
宋
に
か
け
て
登
場
す
る
理
皐
の
皐
統
に
於
て
、
譜
と
い
う
も
の
は
ど
う
見
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
二
程
子
の
設
言
に
つ
い
て
は
註
五

一
に
引
い
た
。
臭
澄
が
こ
の
流
れ
に
つ
な
が
る
人
で
あ
る
だ
け
に
、
何
ら
か
の
つ
な
が
り
を
そ
こ

に
求
め
た
い
と
考
え
る
。
牧
野
巽
氏
も
、
明
清
語
の
「
先
賢
の
一
語
」
の
部
分
に
見
え
る
宋
儒
の
語
の
多
さ
や
、
朝
鮮
語
と
の
関
係
で
、
こ
の
貼

@
 

に
注
目
し
て
い
る
が
、
明
確
な
答
を
出
し
て
は
い
な
い
。

一
族
語
の
租
の

一
人

- 46ー

第
二
は
、
江
西
へ
の
集
中
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
論
中
で
も
書
い
た
よ
う
に
、
そ
の
理
由
は
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
。

の
駄
陽
惰
や
序
文
の
量
産
者
向
矢
澄
と
い
っ
た
人
々
の
出
身
地
で
あ
る
事
と
関
連
づ
け
れ
ば
済
む
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

元
典
章
、
が
編
ま
れ
、

「
好
訟
の
風
」
が
あ
る
と
さ
れ
た
こ
の
地
域
の
土
地
柄
と
、
何
か
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

現
物
の
存
在
し
な
い
宋
元
譜
に
つ
い
て
、
僅
か
に
残
っ
た
序
文
を
逼
じ
て
検
討
を
加
え
る
事
は
、
ど
う
し
て
も

「
隔
靴
掻
淳
」
の
感
は
ま
ぬ

と
す
れ
ば
幸
せ
で
あ
る
。 ほ

と
ん
ど
正
面
か
ら
針
象
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
宋
元
時
代
の
修
譜
に
つ
レ
て
、

そ
の
一
端
な
り
と
も
解
明
で
き
て
い
る

が
れ
な
い
が
、
従
来
、

註①

江
務
英
「
関
渓
南
宋
墓
出
土
的
棉
墜
及
其
他
」
(
『
文
物
』
一
九
七
五
年

第
六
期
)
こ
の
他
に
も
最
近
で
は
方
臓
や士山田
雪
芹
に
つ
い
て
の
研
究

に
、
族
譜
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。

②

『

支
那
祉
禽
経
済
大
僻
血
ハ
』
第
一
容
(
一
九
四
四
)
の

「
家
諸
」
の
項

に
よ
る
。
執
筆
者
は
、
守
屋
美
都
雄
と
上
妻
隆
笑
。

③

隆
弘
府
開
(
巻
七
五
)
へ
の
註
で
は
、
「
近
代
皐
者
、
努
引
東
氏
譜
、
以

相
附
著
。
私
譜
之
文
、
出
於
閤
巷
、
家
自
震
設
、
事
非
経
典
。
有
引
先

賢
、
妄
相
俵
託
、
無
所
取
信
。
寧
足
援
乎
。
」
と
言
い
、
粛
望
之
侍
(
各



「
近
代
譜
牒
、
妄
相
託
附
、
乃
云
笠
之
粛
何
之
後
」
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七
八
)
の
註
で
は
、

と
指
摘
し
て
い
る
。

④
『
容
粛
随
筆
』
巻
六
「
唐
書
世
系
表
」

⑤

『
贋
東
野
吉
田
』
各
二
「
譜
牒
難
考
」

⑥

日
本
に
お
け
る
族
譜
の
牧
集
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
集
成
し
た
も
の

が
、
多
賀
秋
五
郎
著
『
宗
譜
の
研
究
l
資
料
篇
』
(
一
九
六

O
)
で
、
小

論
で
も
、
以
下
し
ば
し
ば
利
用
す
る
。

⑦
こ
の
四
人
の
先
皐
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
そ
の
族
譜
に
関
す
る
代
表

的
な
業
績
を
穆
げ
る
な
ら
ば
、

牧
野
巽
『
近
世
中
園
宗
族
研
究
』

(
一
九
四
九
)
と
く
に
第
四
章
「
明

清
族
譜
研
究
序
説
」
(
原
載
『
東
方
畢
報
』
東
京
第
六
冊
一
九
三
六
)

仁
井
田
陸

『
支
那
身
分
法
史
』
(
一
九
四
二
)
第
二
章
第
四
節
第
二
款

第
二
項
「
宗
族
的
結
合
の
象
徴
」

清
水
盛
光
『
支
那
家
族
の
構
造
』
(
一
九
四
二
)
と
く
に
前
篇
第
二
章

第
二
節

「宗
族
(
宗
教
的
家
族
)
の
残
存
」

多
賀
秋
五
郎

『
宗
譜
の
研
究
|
資
料
篇
』
(
一
九
六

O
)

そ
の
他
、
香
港
の
羅
香
林
に
、
『
中
園
族
譜
研
究
』
(
一
九
七
一
)
が
あ

る
。

③

『
史
拳
雑
誌
』
第
五一

一編第
七
競
(
一
九
四

O
)

こ
れ
は
、
昭
和
一

五
年
の
史
翠
曾
に
お
け
る
妥
表
の
要
旨
で
あ
る
。

⑨

『

北
京
図
書
館
善
本
書
目
』
各
二
史
部
上
俸
記
類
に
は
、
部
桂
子
な
る

人
物
の
編
ん
だ
、

『
部
氏
世
譜
一
巻
家
譜
一
各
外
譜
一
巻
先
坐
志
一
巻
』

と
い
う
元
刻
本
の
著
録
が
あ
り
、

「外
譜
」
の
部
分
の
書
影
が
、
『
中
園

版
刻
園
録
』
の
園
版
二
九

O
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
の
と
こ

ろ
、
そ
の
全
容
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
他
、
ア
メ
リ
カ
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
大

皐
に
は
、
『
数
州
、
在
氏
淵
源
録
』
な
る
元
刊
明
修
の
族
譜
が
あ
る
と
言
う

(
羅
呑
林
前
掲
書
二
四
一
頁
)
。

⑮
掛
田
然
の
事
乍
ら
、
該
文
も
含
ま
れ
る
。
以
下
、
雨
方
を
ま
と
め
て
「
譜

序
」
と
呼
ぶ
。

⑬
例
え
ば
、
『
東
坪
呉
氏
辛
酉
合
族
修
譜
』
(
民
園
二
年
編
東
洋
文

庫
蕨
〉
と
『
銭
渓
胡
氏
族
諮
』
(
光
緒
三
二
年
編
東
洋
文
庫
蕨
)
に
は
、

朱
子
の
撰
と
す
る
序
文
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
現
行
の
朱
子
の
文
集
に

は
見
え
な
い
。
又
、
呉
氏
の
譜
に
は
、
そ
の
他
に
も
、
員
徳
秀
、
謝
妨
得

な
ど
の
序
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
、
現
行
の
文
集
に
は
該
嘗

す
る
文
章
は
見
蛍
ら
な
い
。

⑫
「
明
代
蘇
松
地
方
の
士
大
夫
と
民
衆
」
(
『
史
林
』
第
三
七
巻
第
一一一統

一
九
五
四
、
後
に
『
ア
ジ
ア
史
研
究
第
四
』
に
枚
録
)
で
、
『
南
奥
奮
話

録
』
巻
六
張
荘
衡
の
僚
の
記
事
を
引
い
て
指
摘
し
て
い
る
。

⑬
三
八
頁
の
表
を
参
照
。

⑬

牧

野

氏
に
つ
い
て
は
、
前
掲
書
四
-
頁
。
と
く
に
、
多
賀
氏
は
、
「
文

集
に
見
え
る
宗
譜
序
文
目
録
」
を
作
製
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
(
前

掲
書
四
九
八
頁
)
、
未
だ
偶
見
し
て
い
な
い
。

⑮
第
二
章
参
照
。
と
く
に
「
先
坐
碑
」
に
つ
い
て
は
註
⑮
参
照
。

⑮
例
え
ば
、

王
借
濡
は
、
梁
に
仕
え
て
「
知
撰
譜
事
」
に
任
ぜ
ら
れ
、

『
八
州
諸
』
七
百
十
巻
や
、
『
百
家
譜
集
』
十
五
巻
、
『
東
南
譜
集
抄
』

十
巻
を
編
ん
だ
。
彼
の
場
合
、
修
譜
を
行
な
う
事
が
、
一
つ
の
官
職
と
な

っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
(
『
梁
書
』
各
一
一
一
一
二
王
借
務
停
〉
。
叉
、
北
朝

の
例
と
し
て
は
、
後
周
の
太
組
は
、
入
関
す
る
や
い
な
や
、
諸
姓
の
有
功
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の
者
を
「
宗
長
」
と
し
、
尋
問
録
」
を
作
ら
せ
た
と
い
う
(
『惰
書
』
巻
三

三
経
籍
志
史
部
譜
系
筋
抜
)
。

(初

陪
士
山
に
著
録
さ
れ
て
い
る
も
の
を
例
示
す
る
と
、

買
執

撰

百

家
譜、

待

昭

撰

百
家
譜
、
閥
名
撰
百
家
譜
世
統
、

百
執
撰
姓
氏
英
賢
譜
、

等
々
で
あ
る
。

⑬
宮
崎
市
定

『
九
日
間
官
人
法
の
碗
究
』

(一

九
五
六
)
一
一
一
頁
。

⑫

『二
十
五
史
補
編
』
所
牧
。

引ザ

『
新
唐
古一日
』
巻
九
五

高
俄
同時
。

叶叫
)
仁
井
田
陸

「敦
爆
投
見
の
天
下
姓
望
氏
族
譜
」
(
『
石
瀦
先
生
古
稀
記
念

東
洋
皐
論
叢
』

一

九
五
八
、
後
に
『
中
園
法
制
史
研
究

家
族
村
落

法
』
に
牧
録
)
、
池
田
温

「唐
朝
氏
族
志
の
一
考
察

|
い
わ
ゆ
る
敦
煙
名

族
士
山
残
径
を
め
ぐ
っ
て
」(『
北
海
道
大
皐
文
皐
部
紀
要
』
第
一
三
巻
第
二

統
一
九
六
五
)

②

「

『成
都
民
族
譜』
小
考
」
(
『東
洋
史
研
究
」
第
三
六
巻
第
三
放

七
七
)

九

お
一
内
臨
時
湖
南

『支
那
史
同
時
十史
』
(
全
集
第

二

巻

)

二
O
O
頁
。

⑧

欧
防
備
の
編
ん
だ

「欧
陽
氏
譜
圃
」

に
つ
い
て
の
史
料
に
は
、

「
欧
陽

氏
諸
岡
序」

・
「諮
困
L

が
あ
り
、
い
ず
れ
も

『
欧
陽
文
忠
公
文
集』

径
七

一
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
。

③
蘇
淘
の
編
ん
だ
「
蘇
氏
譜
困
」

に
つ
い
て
の
史
料
に
は
、
「
譜
例
」
・

2
品
川
氏
族
譜
」
・

「族
譜
後
録
L

・
「
大
宗
譜
法
」
・
「蘇
氏
族
譜
亭
記
」
が
あ

り
、
い
ず
れ
も
、

『嘉
結
集
』
巻
一
一
一
一
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

『
欧
陽
文
忠
公
集
』
巻
六
九

「
輿
王
深
甫
論
位
譜
帖
L

『
止
策
先
生
文
集
』
巻
一
一
一
五
「
答
林
宗
節
」

②勾

⑧

多
賀
前
掲
書
第
三
部
「
資
料
」
八
三
九
頁
以
下
。

(⑫

欧
陽
氏
譜
の
石
刻
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
四
部
叢
刊
本
の

『欧
陽

文
忠
公
文
集
』
(
景
元
刊
本
)
に
は
、
石
本
・
集
本
二
つ
の
「
譜
固
」
が

あ
り
、
前
者
は
、
こ
の
時
の
も
の
そ
れ
自
慢
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
何
ら
か
の
石
刻
に
基
い
た
も
の
で
あ
る
。
蘇
氏
譜
の
方
は
、
「
蘇

氏
族
諸
一亭
記
」
に

「
乃
作
蘇
氏
族
譜
、
立
亭
於
古
同
組
墓
坐
之
西
南
、
而
刻

石
湾
L

と
あ
る
。

④

『

英

文
正
集
』
巻
五
五
「
題
欧
陽
世
譜
後
」

文
忠
公
撰
欧
陽
氏
世
譜
、
載
在
文
集
、
行
於
天
下
、
如
掲
日
月
、
人

所
共
見
。
公
之
子
孫
留
穎
、
而
二
百
年
後
、
永
盟
之
育
、
以
此
石
本

示
余
。
余
何
人
、
敢
賛
一
辞
哉
。

『呉
文
正
集
』
の
版
本
、
各
数
表
示
に
つ
い
て
は
、
註
@
参
照
。

③
「
族
譜
亭
記
」
に
は
、
「
歳
正
月
、
相
輿
奔
奨
於
墓
下
」
と
あ
る
。

②
内
藤
湖
南
「
支
那
史
皐
史
』
(
全
集
第
二
巻
)
一
九
九
頁
。

③
宋
史
巻
一
一
二
三
呂
夏
卿
博

叉
通
譜
察
、
創
潟
世
系
諸
表
、
於
新
唐
書
最
有
功
。

⑧

欧
陽
守
道

『巽
薦
文
集
』
巻

一

九

「
書
欧
陽
氏
族
譜
」

文
忠
公
遊
宣
四
方
、
腕
郷
之
日
無
幾
、
其
修
譜
叉
不
暇
盗
於
族
人
。

是
以
、
雄
数
世
之
近
直
下
之
娠
、
而
冊
以
有
失
亡
。
最
後
濁
質
之
呂
夏

卿
、
以
震
的
様
。

③
尤
表
の
『
途
初
堂
書
目
』
の
姓
氏
類
に
、
「
遡
清
献
家
譜
」
の
名
が
見

え
る
。

⑧
蘇
氏
に
つ
い
て
は
、
「
族
譜
後
録
」
に
附
さ
れ
た
日
附
で
あ
る
。
欧
陽

氏
に
つ
い
て
は
、
具
鐙
的
な
時
期
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
蘇
淘
が
、

- 48ー



531 

「
譜
例
」
の
中
で
参
照
し
て
い
る
の
で
、
蘇
氏
よ
り
は
早
い
こ
と
が
わ
か

る
。
た
だ
し
、
譜
中
に

「
至
和
二
年
」
の
語
が
散
見
す
る
か
ら
、
同
年
中

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

②
「
牧
族
」
と
い
う
語
は
耳
な
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
『
躍
記
』
大
俸

に
は
「
敬
宗
故
枚
族
、
牧
族
故
宗
廟
巌
」
、
『
儀
雄
』
喪
服
に
は
「
大
宗
者

枚
族
者
也
、
不
可
以
紹
」
と
あ
り
、
郷
玄
は
、
前
者
に
は
「
枚
族
序
以
昭

穆
也
」、
後
者
に
は
「
枚
族
者
謂
別
親
疎
序
昭
穆
」
と
宗
族
秩
序
の
確
立

の
方
向
の
註
を
輿
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
清
水
氏
が
前
掲
書
で
用
い
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、
緩
み
か
け
た

一
族
の
結
合
を
再
び
強
化
す
る
、
と
い

っ
た
意
に
用
い
た
い
。

族
譜
の
枚
族
機
能
へ
の
注
目
は
、
前
掲
(
註
⑦
)
の
諸
論
考
に
見
え
る

が
、
宋
代
以
後
、
枚
族
機
能
が
中
心
的
課
題
と
な
っ
た
貼
に
つ
い
て
は
、

清
水
前
掲
書
一
二
七
頁
以
下
が
燭
れ
て
い
る
。

③
註
@
前
掲
拙
稿
。

③
こ
の
問
題
は
、
欧
蘇
二
人
の
族
譜
の
特
徴
を
論
ず
る
時
に
必
ず
取
り
上

げ
ら
れ
る
黙
で
、
後
で
引
用
す
る
方
東
樹
の
「
族
諮
序
」
や
註
⑦
所
掲
の

牧
野
・
清
水
雨
氏
の
論
考
な
ど
は
、
そ
の
一
例
と
い
え
る
。

@
『
図
朝
文
類
』
各
三
五
虞
集
「
羅
氏
族
譜
序
」

今
時
服
章
羅
氏
族
譜
、
新
自
口
以
下
凡
十
有
五
世
、
分
十
八
板
、
合
其

族
子
弟
千
百
人。

(
な
お
、
震
集
の
文
集
『
道
園
祭
古
録
』
に
は
、
こ
の

一
文
は
収
め
ら
れ

て
い
な
い
)

@
豆
常
山
貞
石
士
山
』
巻

一
八
所
枚
。
こ
の
譜
圏
は
、
闘
自
健
が
移
録
さ
れ

て
い
る
珍
し
い
例
で
あ
る
。

@

『

儀

衡
軒
文
集
』
径
一
二
「
族
譜
序
」

@

方
東
樹
は
、
「
二
失
七
不
同
」
に
つ
い
て
論
ず
る
。
う
ち
、
「
七
不
同
」

と
は
、
以
下
に
箇
僚
書
き
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
二
失
」
が
、
欧
蘇
へ

の
批
判
円
で
あ
る
。
欧
陽
僑
に
相
到
し
て
は
、
彼
が
五
世
で
分
け
て
い
る
事
に

つ
い
て
、
「
夫
人
子
孫
相
絡
、
人
人
有
高
組
、
人
人
必
篤
人
之
官
同
租
。
奈

何
裁
以
五
世
乎
」
と
言
い
、
蘇
淘
に
針
し
て
は
、
彼
が
己
む
を
得
ず
五
世

か
ら
始
め
た
事
を
認
め
つ
つ
、
後
世
の
人
が
、
そ
れ
を
ま
ね
て
、
一
回
向
組
の

父
で
譜
を
遷
し
て
疑
問
を
抱
か
な
く
な
る
、
と
し
て
い
る
。

方
東
樹
「
族
譜
序
」

蘇
諮
列
序
上
世
名
徳
。

(
中
略
)
比
由
以
親
建
断
不
諮
、
別
録
於
後
。

今
俗
所
信
用
、
其
於
詳
略
之
裁
、
非
失
之
越
則
失
之
漏
。

罰
円

蘇
譜
断
始
高
組
、
叢
無
如
何
而
不
得
己
。
今
世
篤
譜
者
、
莫
不
起
於

始
遷
之
組
。
(
以
下
略
〉

⑬ 
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同
蘇
諸
法
回
、
必
嫡
子
而
後
可
以
震
諮
。
(
中
略
〉
今
世
篤
譜
者
、
不

必
嫡
子
。
嫡
子
亦
不
必
成
能
祭
譜
。
(
以
下
略
)

同
蘇
諸
法
日
、
九
今
天
下
之
人
、
惟
天
子
之
子
、
輿
始
潟
大
夫
者
而
後

可
潟
大
宗
、
其
徐
則
否
。
濁
小
宗
之
法
、
猫
可
施
於
天
下
。
故
信
用
族

譜
者
、
英
法
皆
従
小
宗
。
今
世
宗
法
不
甚
議
、
叉
一
族
之
中
、
信
用
大

夫
多
有
、
且
有
父
子
兄
弟
同
時
相
縫
潟
大
夫
。
敦
信
周
大
宗
、
執
気
小

岩
示
。

@ @ 

同
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(前
略
)
其
所
信
片
者
、
雄
日
刷
親
支
小
宗
支
譜
、
而
国
己
有
詳
略
之

殊
。
不
如
今
人
之
諮
、
詳
則
倶
詳
、
略
則
倶
略
。
萱
硯
人
之
行
歴
、

以
篤
之
準
、
震
至
公
也
。

@ 

同
欧
諸

・
蘇
譜、

コ吋
。

@

『続出向
山
集
』
巻
山

「
家
諮
後
序
」
。

こ
の
他
に
、
紹
聖
二
年
に
、

朱
長
文
が
自
己
の
祖
先
に
つ
い
て
記
し
た

「朱
氏
世
譜
」
な
る
一
文
が
、

『楽
園
徐
藁
』
巻
九
に
枚
め
ら
れ
て
い
る
の
が
、
偶
見
し
た
北
宋
時
代
に

お
け
る
族
譜
資
料
の
全
て
で
あ
る
。

@

た

だ

し、

家
譜
、
特
に
そ
の
牧
族
機
能
へ
の
注
目
は
、
北
宋
時
代
人
で

あ
る
二
程
子
に
も
見
ら
れ
、
後
代
の
族
譜
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
。

管
揺
天
下
人
心
、
牧
宗
族
厚
風
俗
、
使
人
不
忘
木
、
須
是
明
諮
系
世

族
奥
立
宗
子
法
(
二
程
全
書
巻
七
二
先
生
語
六
)

宗
子
法
駿
、
後
世
譜
牒
向
有
遺
風
、

諮
牒
叉
駿
、
人
家
不
知
来
庭
、

無
百
年
之
家
、
骨
肉
無
統
、
錐
至
親
恩
亦
薄
(
二
程
全
書
各
二
ハ

伊
川
先
生
語
一
)

@

金
人
文
集
中
の
族
譜
史
料
と
し
て
は
、
李
俊
民
の
『
荘
靖
集
』
(
『
九
金

人
集
』
所
枚
)
各
八
に
、
「
李
氏
族
譜
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
み
で
あ

る
。
し
か
し
、
俊
民
は
元
の
世
租
時
代
に
死
ん
で
お
り
(
『
元
史
』
倉
一

五
八
李
俊
民
体
)
、
こ
の
序
文
中
に
見
え
る
「
笑
卯
年
」
と
は
、
既
に
金

が
滅
ん
だ
後
の
、
二
一
四
三
年
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

@
「
関
喜
裳
氏
家
譜
序
」
か
ら
、
以
下
の
叙
述
に
か
か
わ
る
部
分
を
引
い

て
お
く
。

皆
専
主
緊
世
、

而
後
世
之
諮、

多
載
体
質
揚
美
虚

一
日
、
逮
孫
袈
再
興
輿
衆
議
目
、
租
坐
昨
一奮
有
碑
一

座
、
並
無

一
字

銭
刻
。
オ
ハ
後
遷
移
村
下
、
立
在
道
佐
、
積
有
年
失
。

(
中
略
)
今
欲

将
家
譜
模
勤
是
碑
、
非
徒
居
加
速
近
品
開
観
、
叉
且
篤
不
朽
之
計
、
顧
不

慰
鰍
ω

族
人
間
者
皆
悦
従
、
廼
相
輿
鳩
工
琢
究
費
、
再
加
磨
態
。

@

こ
の
袈
氏
に
つ
い
て
は
、
他
に
同
時
代
の
史
料
は
無
く
、
よ
く
わ
か
ら

な
い
。
官
界
で
高
い
地
位
を
占
め
た
人
物
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

③

今

ま
で
に
偶
見
し
得
た
南
宋
人
の
譜
序

一
九
種
の
う
ち
、
一
二
世
紀
の

人
物
の
手
に
な
る
も
の
が
一

一
あ
る
が
、
自
序
が
六
、
同
族
と
考
え
ら
れ

る
の
が
三
で
あ
る
。

一
一
一
一
世
紀
に
な
れ
ば
、
そ
れ
が
八
の
う
ち
二
と
い
う

比
率
に
な
る
。
材
料
自
鐙
が
少
な
い
た
め
、
断
定
的
に
は
言
え
ま
い
が
、

比
率
の
後
退
が
見
ら
れ
る
。

@

後
で
も
醐
刷
れ
る
が
、
宋
人
で
は
、
一
人
エ
ニ
通
の
序
文
を
残
し
た
も
の

が
最
多
作
で
あ
る
。
そ
の
三
人
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
欧
陽
守
道
が
淳

一
疏
元
年
、
文
天
鮮
が
賢
一
蹴
四
年
、
劉
辰
翁
が
景
定
三
年
の
進
士
で
あ
り
、

い
ず
れ
も
宋
末
の
人
物
で
あ
る
。
た
だ
、
欧
陽
守
道
が
、
譜
の
元
祖
と
で

も
言
う
べ
き
欧
陽
備
の
子
孫
で
あ
り
、
文
天
鮮
が
吠
元
合
格
者
で
あ
る
こ

と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
そ
ろ
そ
ろ
有
名
人
へ
の
依
頼
の
傾
向
が
始
ま
っ

た
と
言
え
よ
う
。

@
例
え
ば
、
数
の
郷
氏
の
譜
園
は
、
先
世
の
墓
碑
の
碑
陰
に
刻
さ
れ
た

(
『
師
山
遺
文
』
巻
一
「
郷
氏
石
譜
序
」
)
。
そ
の
他
、
石
刻
史
料
で
は
、

呂
田
氏
宗
一
際
困
」
(
『
(
同
治
〉
臨
邑
豚
士
山
』
巻
一
四
)
や
、
「
陳
氏
世
系
図

碑
」
(
『
僅
師
金
石
記
』
径
四
)
、
「
藁
城
王
氏
宗
系
固
碑
」
(
=
一
六
頁
参

照
)
な
ど
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
墓
地
に
建
っ
て
い
る
。
な
お
、
牧
野
巽

は
、
「
元
代
漢
民
族
の
族
譜
」
(
註
③
参
照
〉
の
中
で
、
宋
代
は
石
刻
が
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主
流
で
あ
り
、
元
代
で
は
印
刷
が
主
流
と
な
っ
た
と
論
じ
て
い
る
が
、
元

代
に
お
け
る
印
刷
譜
の
普
及
は
否
め
な
い
と
し
て
も
、
元
代
に
も
石
刻
の

譜
は
多
く
、
安
易
な
封
比
は
で
き
な
い
。

@
蘇
氏
の
族
譜
亭
の
他
、
宋
代
の
も
の
と
し
て
は
、
西
山
李
氏
の
例
(
文

文
山
集
』
巻
九
「
李
氏
族
譜
亭
記
」
)
が
あ
り
、
元
に
も
、
新
塗
郭
氏

の
例
(
『
勉
務
集
』
巻
一一一一

「
書
新
治
郭
氏
叙
譜
堂
記
」
〉
な
ど
が
あ

る
。
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⑧

藤

枝
晃
著
『
文
字
の
文
化
史
』
(
一
九
七
一
)

@

一
九
六
六
年
中
華
書
局
排
印
本
に
よ
っ
た
。

@
前
掲
書
六
三
頁
。

@
現
在
そ
の
文
集
が
残
っ
て
い
る
人
物
の
数
は
、
宋
が
杢
三
名
、
元
が

二
四
七
名
と
な
る
(
吉
田
寅
編

『
日
本
現
存
宋
人
文
集
目
録
』
及
び
山
根

孝
夫
他
編
『
日
本
現
存
元
人
文
集
目
録
』
を
基
本
と
し
、
筆
者
が
目
路
し

得
た
未
収
録
文
集
を
加
え
た
)
。
こ
れ
に
は
、
例
え
ば
『
宋
人
集
』
の
如

く
、
そ
の
大
部
分
が
詩
集
で
あ
る
総
集
に
枚
め
ら
れ
て
い
る
も
の
な
ど
、

内
容
が
詩
の
み
で
文
が
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
も
数
え
て
い
る
し
、
個
々

の
文
集
の
巻
数
の
多
少
を
無
視
す
る
な
ど
、
極
め
て
大
雑
把
な
も
の
で
は

あ
る
が
、
一
つ
の
メ
ド
と
は
な
ろ
う
。

@
註
⑪
参
照
。

⑧
呉
澄
の
文
集
は
、
従
来
乾
隆
二

一
年
刊
の
四
九
巻
本
が
通
行
本
で
あ
っ

た
が
、
近
時
、
墓
輔
聞
か
ら
出
版
さ
れ
た
「
四
庫
全
書
珍
本
二
集
」
に
、
文

淵
閣
加
常
務
の
百
倉
本
が
景
印
さ
れ
、
む
し
ろ
こ
れ
が
通
行
本
と
な
っ
た
。

序
文
に
関
す
る
限
り
で
は
、
こ
の
二
本
の
開
に
は
、
枚
録
の
順
序
に
は
前

後
が
あ
る
も
の
の
、
内
容
は
ほ
と
ん
ど

一
致
す
る
。
た
だ
、
四
九
巻
本
に

二
四
二
頁
。

一
部
紋
落
が
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
の
引
用
に
は
、
百
倉
本
の
径
数
を
用
い

る。

⑧

註

⑧

参
照。

⑧

『

宋

元
四
月
平
案
』
巻
九
二
「
草
鷹
事
案
」
に
見
え
る
人
々
を
掲
げ
た
。
但

し
、
陳
情
胤
は
、
「
虞
集
門
人
」
と
し
て
見
え
る
か
ら
、
呉
澄
の
孫
弟
子
に

あ
た
る
。

@
虞
集
は
『
元
史
』

巻
一
八
一
に
、
危
素
は
『
明
史
』
巻
二
八
五
に
、
そ

れ
ぞ
れ
俸
が
あ
る
。
他
の
二
人
に
関
し
て
は
、
王
躍
は
『
新
元
史
』
巻
二

三
八
に
数
行
の
俸
が
あ
る
の
み
で
あ
り
、
呉
海
は
『
明
史
』
各
二
九
八
に

俸
が
あ
る
が
、
詳
し
い
閲
歴
は
わ
か
ら
な
い
(
「
元
季
以
皐
行
橋
、
値
四

方
盗
起
、
紹
意
仕
進
」
と
あ
る
)
。

⑬

巴
塘
の
資
氏
は
、
南
宋
の
賓
耐
年
聞
に
、
族
譜
の
印
刷
を
目
指
し
な
が

ら
果
た
し
て
い
な
い
(
費
結
中
、
名
稿
者
重
修
、
名
崇
賞
者
将
鐙
木
、
不

果
。
『
英
文
正
公
集
』
巻
=
一
二
、
「
巴
塘
葉
氏
族
譜
序
」
)
。
こ
れ
は
、

既
に
印
刷
の
風
が
あ
っ
た
事
を
一
示
す
の
か
、
時
期
尚
早
で
あ
っ
た
た
め
に

失
敗
し
た
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

⑧
藤
枝
前
掲
書
二
五
一
頁
。

⑮
近
代
の
族
譜
の
分
配
に
つ
い
て
は
、
牧
野
前
掲
書
四
七
頁
。
叉
は
、
多

賀
前
掲
書
四

O
頁
以
下
参
照
。

⑪

「
欧
陽
氏
譜
園
序
」
(
石
木
)
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

安
一
踊
府
君
之
九
世
孫
自
筒
、
首
皇
茄
至
和
之
関
、
以
其
家
之
醤
譜
、

問
子
族
人
、
各
得
其
所
蔵
諸
木
、
以
考
正
其
同
異
、
列
其
世
次
揖
周
譜

国
一
億
刷
。

『
掲
文
安
公
集
』
巻
八
の
「
重
備
掲
氏
族
譜
序
」
に
、
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兄
允
中
合
諸
譜
而
惰
之
、
今
則
以
寧
兄
復
綴
而
世
間
之
」
と
あ
る
の
は
そ
の

例
で
あ
る
し
、
前
述
(
註
@
)
の
羅
氏
の
場
合
も
、
そ
う
で
あ
ろ
う
。

⑬

極
端
な
例
と
し
て
は
、
『
奥
城
葉
氏
族
譜
』

(
光
緒
一

二

年

編

東

洋

文
庫
磁
)
の
場
合
が
あ
る
。
こ
の
諸
に
は
、
年
代
の
書
か
れ
て
い
な
い
葉

市Y
得
の
序
を
は
じ
め
と
し
て
、
政
和
元
年
、
紹
興
甲
子
、
乾
道
四
年
、
嘉

定
十
年
、

嘉
照
二
年
、
成
淳
六
年
、
至
元
庚
寅
の
年
放
を
持

っ
た
序
文
が

附
さ
れ
、
宋
元
時
代
に
、
都
合
八
度
の
重
修
を
経
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
限
ら
ず
、
十
何
修
か
の
名
が
冠
せ
ら
れ
た
明
清
譜
の
中
に
は
、
宋

元
時
代
に
数
度
の
編
修
を
経
た
と
す
る
も
の
は
少
な
く
な
い
(
た
だ
し
、

そ
の
信
頼
性
に
は
疑
問
が
残
る
事
は
、
先
に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
〉
。
序

文
資
料
で
捜
す
な
ら
ば
、
幽
単
域
販
の
孫
氏
の
場
合
、
乾
道
九
年
、
慶
元
五

年
、
成
淳
元
年
、
至
治
元
年
と
、
く
り
返
し
て
増
股
が
行
な
わ
れ
て
い
る

(
『
英
文
正
築
』
各
一一一一

一

「
段
城
豚
孫
氏
世
諮
序
」
)
の
が
目

に
つ
く
。

叉
、
後
に
引
く
胡
助
の
場
合
も
一一一修自
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
宋
代
に
も
重
修
が
行
な
わ
れ
た
事
は
、
充
分
に
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、
現
存
す
る
序
文
に
は
そ
の
例
は
な
く
、
わ
ず
か
に
、

欧
陽
守
道
の
「
書
欧
陽
氏
族
譜
L

(

『
聞
丹
市
畑
集
』
巻
一
九
)
が
例
外
で
あ
る

(
こ
れ
は
欧
陽
備
の
譜
固
に
射
す
る
改
定
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
)
。

⑪

例
え
ば
、
多
賀
前
掲
書
の
「
第
三
部
資
料
」
に
枚
集
さ
れ
た
「
族

規
」
の
多
く
に
は
、
こ
の
規
程
が
あ
る
。

③

『

成

都
氏
族
譜
』
の
楊
氏
僚
に
、
楊
之
復
な
る
人
物
の
一
一
昌
と
し
て
、

「
特
起
者
、
恥
其
初
徽
而
不
誌
昭
穆
。
甚
者
或
求
附
甲
族
、
而
過
於
停

曾
。
近
言
其
先
者
、
必
自
唐
庖
三
宗
西
幸
、
或
滋
至
窃
居
鷲
。
何
古
之
街

濁
無
人
也
」
と
、
先
祖
を
名
門
に
こ
じ
つ
け
る
風
潮
を
批
剣
し
て
い
る
。

⑮
亥
物
『
清
容
居
士
集
』
巻
二
二
「
張
氏
宗
譜
序
」
に
は
、
こ
の
譜
の

著
者
に
つ
い
て
、
「
太
子
父
皐
貌
郡
元
君
復
初
、
系
之
以
詩
、
市
伴
余

(
H
H

案
檎
〉
震
諮
」
と
あ
り
、
族
外
の
人
物
二
人
の
手
に
よ
っ
て
、
張
氏

の
譜
が
成
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑫
こ
の
よ
う
な
経
過
を
記
し
た
文
章
は
、
と
く
に
先
後
碑
に
多
い
が
、
そ

れ
以
外
に
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、

『
呉
文
正
集
』
径
六
九
「
元
贈
承
事
郎
同

知
深
州
事
由
也
君
官
接
表
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

組
某
魚
儒
不
仕
。
父
菜

・
母
孟
氏
議
近

一
百
歳
。
園
朝
既
得
河
南

地
。
徒
遺
民
寅
北
透
。
君
奉
父
母
、
白
柘
城
徒
員
定
之
元
氏
豚
。
倉

卒
就
道
、
程
期
一
通
迫
。

上
世
話
救
譜
牒
、
悉
委
棄
中
途
而
去
。

⑬

「

先
勝エ
碑
」
に
つ
い
て
は
、
潜
昂
容
の

「
金
石
例
」
巻
二
に
詳
し
く
、

叉
、
劉
敏
中
の

『
中
奄
集
』

に
は
、
彼
の
手
に
な
る
碑
文
が
多
く
牧
め
ら

れ
て
い
る
。
今
迄
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
序
文
で
見
る
限
り
、
族
譜
は

ほ
と
ん
ど
江
南
に
分
布
す
る
。
こ
れ
に
射
し
て
、
偶
目
す
る
限
り
「
先
坐

碑
」
は
華
北
に
多
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
稿
を

改
め
て
考
え
た
い
。

元
史
巻
四
二
順
帝
本
紀
五

(
至
正
一
二
年
一
一
一
月
〉
甲
子
、
徐
書
輝
僑
将
項
普
略
陪
鏡
州
路
、
途
陥

徽
州

・
信
州
。

釘
頗

『
貞
素
直
同
集
』

巻
二
「
戴
氏
族
譜
序
」

壬
辰
世
媛
、
奮
譜
不
存
、
而
所
抄
亦
信
用
丙
丁
所
奪
。

同
「
北
門
張
氏
族
譜
序
」

至
正
壬
辰
、
大
綱
不
振
、
文
兵
四
起
。
(
中
略
)
先
世
諮
系
、
逸
遺

廃
存
。
葱
欲
重
修
、
則
失
其
本
来
、
不
能
悉
記
。
(
中
略
〉
姑
自
九
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世
組
始
、
由
所
知
者
輯
而
篤
譜
。

『
貞
素
策
集
』
巻
二
「
章
氏
族
譜
序
」

愛
自
壬
辰
兵
文
騒
援
、
盟
問
之
存
者
有
幾
。
予
毎
恩
至
此
、
太
息
不

己
。
適
表
姪
章
子
明
、
抽
出
家
譜
一
一
編
、
弓
予
縛
首
街
。
(
中
略
)

子
明
於
家
譜
、
拳
拳
不
忘
、
治
知
孝
之
本
鍬
。

陳
高
『
不
繋
舟
魚
集
』
巻
一

O

「
族
譜
序
」

族
奮
有
譜
、
亡
失
於
大
徳
丁
酉
風
潮
之
襲
。
高
生
也
後
、
士
心
在
修

輯
、
市
無
所
考
見
。

乃
質
調
諸
族
之
故
老
、
及
検
尋
先
世
遺
筒
残

幅
、
略
得
其
宗
源
流
俸
之
二
一
。
因
次
序
之
、
以
篤
陳
氏
之
族
譜

z-向
。

『
純
自
粛
類
稿
』
巻
二

O

「
胡
氏
族
譜
序
」

同
舎
因
豚
道
理
畝
造
冊
、
別
立
婚
族
庄
一
戸
。
由
是
歳
嘗
差
役
之
費
、

而
租
入
不
能
以
賄
事
矢
。
土
木
幾
先
兄
創
世
、
予
留
京
師
、
子
姓
莫
適
潟

主
。
泊
予
鋳
権
領
之
(
下
略
〉

⑧ ~@ @ 
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同
助
不
宵
自
幼
濁
好
率
、
見
謂
迂
閥
、
而
吾
族
之
譲
書
者
紹
少
。
此
其

所
以
不
振
也
。

同
集
長
幼
而
謀
之
、
余
目
、
歳
有
役
、
未
有
戸
也
。
無
戸
斯
無
役
失
。

窮
則
出
現
、
時
現
則
通
、
無
泥
古
、
無
執
一
。
莫
若
計
ロ
分
回
以
輿
之
。

@
儒
戸
に
つ
い
て
は
、
単
に
元
代
の
漢
人
知
識
人
が
ど
の
よ
う
な
庭
過
を

受
け
た
か
、
と
い
う
角
度
だ
け
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
人
々
が
「
儒

戸
」
と
な
っ
た
の
か
、
そ
し
て
、
彼
等
が
宋
代
の
士
大
夫
達
と
如
何
な
る

@ 

関
係
が
あ
る
の
か
が
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
来
の
戸
計
制
を
め

ぐ
る
諸
研
究
に
は
、
最
近
の
黄
清
漣
氏
の

「
元
代
戸
計
制
度
研
究
」
(
一

九
七
七
)
に
至
る
ま
で
、
こ
の
競
黙
が
倣
落
し
て
い
る
と
考
え
る
。
い
ず

れ
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

⑧
牧
野
前
掲
書
四
一
頁
。
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On the Compilation of Genealogies in the

　　　　

Sung宋and Yuan 元Period

Mｏｒitａ Ｋｅｎji

　　

The tsuゆt４族譜or genealogy illustrates best the concept oi　tｚｕｎｇ-tsi£

宗族, the system of family organization in China from the ancient times

ｏｎ｡

　　

The compilation ｏ１tＳｕ一卸ｉｎModern China is said to have begun

with Ou-yang Hsiu欧陽脩and Su Shih蘇弑of the Sung.　However,

there

　

now is left no　genealogy of　Sung and　Yuan times that can be

verified with certainty.　The study of their history too, as ａ result, has

remained largely in the state of vacuum｡

　　

In this study l have collected and ｅχamined the prefaces 序to tsu一μ

preserved in the collections of literary works of ａ number of Sung and

Yuan literati and obtained the following observations :

　　

1）Ｔｈｅ number of prefaces increased dramatically in the Yuan｡

　　

2) The distribution of prefaces shows a regional imbalance, the big･

gest concentration being in Chiang-nan 江南region, particularly Chiang-

hｓi江西｡

　　

In the aristocratic Pre-Sung China pedigree served for an important

social purpose, for being related to an aristocratic　family meant ａ corres-

ponding social status. Such　advantage disappeared after the Sung with

examination bureaucrats forming the mainstream of the society.　Compila-

tion of genealogies and their continued　popularity, however, attest that

families were stillregarded important.　Furthurmore, during the Yuan

they became ａ means by which now-weakened Chinese families could stand

against alien Mongol rulers. Genealogies also served the function of re-

organizing and strengthening family ties｡

　　

h1 addition･ the apparant concentration of tｓｕ-ｐｕiｔvChiang-hsi seems

to ｈ゛e been due to the presence of ａ group ｏt li-ｈｓiieh理學scholars

represented by Wu Cheng 呉澄, who had strong interest in genealogies.

－２




