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唐
長
濡
著

書
晋
南
北
朝
史
論
叢

　
本
書
は
著
者
が
解
放
繭
よ
り
一
九
五
四
年
頃
ま
で

に
発
表
し
た
十
三
篇
の
論
交
か
ら
な
っ
て
い
る
。
以

下
そ
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
簡
単
な
紹
介
を
試
み
た

い
。
そ
の
前
に
著
者
が
こ
の
蒔
代
を
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
か
を
見
て
お
こ
う
。
中
金
の
学
会
の
時
代

区
分
論
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
代
を
封
建

隣
代
の
一
時
期
と
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
は
雷
う
ま

で
も
な
い
。
氏
は
魏
晋
爾
北
朝
時
代
を
「
封
建
門
閥

制
度
が
高
度
に
発
展
し
た
時
期
で
あ
る
。
そ
れ
は
後

漢
末
に
始
つ
た
。
魏
は
漢
帝
国
の
如
き
統
一
政
権
を

恢
｛
面
せ
ん
た
め
に
、
地
方
豪
族
の
力
を
抑
え
ん
と
し

た
が
、
却
っ
て
彼
等
の
利
益
を
代
表
す
る
司
馬
氏
に

取
っ
て
代
ら
れ
、
封
建
門
閥
制
度
は
発
展
の
一
途
を

た
ど
り
、
普
・
栄
の
聞
に
完
成
し
、
以
後
だ
ん
だ
ん

と
衰
亡
に
向
つ
た
」
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る

（
一
一
九
買
）
。
　
た
だ
氏
の
魏
に
対
す
る
評
価
に
は

疑
問
な
き
を
得
な
い
。

　
一
、
孫
呉
建
国
及
漢
宋
江
南
的
宗
部
与
山
越
「
後

漢
末
揚
子
江
爾
部
に
宗
部
・
宗
伍
時
に
に
穂
並
な
ど

と
呼
ば
れ
る
一
種
の
集
団
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
集

団
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
と
、
宗
族
を
核
心
と

し
た
武
装
組
織
で
あ
り
私
有
財
産
を
守
る
の
を
目
的

と
し
、
こ
の
組
織
に
よ
っ
て
彼
等
は
農
罠
起
義
の
鎮

圧
と
敬
山
肘
の
無
…
制
限
の
徴
発
、
臨
特
に
誌
面
の
微
発
に

抵
抗
し
た
。
所
で
ま
た
こ
の
時
代
の
史
料
に
は
、
江

南
地
方
に
『
山
越
』
が
活
躍
し
て
い
る
こ
と
が
見
え

る
。
こ
の
山
越
は
、
も
と
も
と
は
こ
の
地
方
の
土
着

の
住
民
、
す
な
わ
ち
古
代
の
越
族
の
子
孫
を
挿
し
て

い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
此
の
時
代
に
は
一
般
の

漢
族
と
差
別
は
な
く
な
り
、
賦
役
な
ど
を
逃
れ
て
山

中
に
入
っ
た
人
々
を
指
す
語
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ

の
宗
部
と
山
越
は
密
切
な
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
れ
は
こ
れ
ら
大
族
の
組
織
す
る
宗
部
は
、

往
々
山
険
の
地
に
漁
り
、
山
越
は
地
方
の
大
族
に
従

属
し
、
そ
の
保
護
下
に
入
り
、
彼
等
に
労
働
ヵ
を
提

供
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
所
で
三

国
の
呉
を
建
て
た
孫
氏
も
そ
う
し
た
大
族
の
一
つ

で
、
孫
氏
は
他
の
宗
族
集
団
即
ち
宗
部
と
労
働
力
の

支
配
権
を
争
奮
す
る
戦
の
中
か
ら
勝
利
を
得
て
建
国

し
た
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
経
緯
で
成
立
し
た
の

で
、
孫
氏
は
政
権
樹
立
後
も
宗
族
闘
に
そ
の
利
益
を

分
層
す
る
制
度
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ

が
領
兵
制
縫
と
復
客
欄
度
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
一

種
特
殊
な
分
封
制
獲
で
、
統
治
集
団
は
世
襲
の
軍
隊

や
軍
職
或
は
奉
邑
を
有
し
（
領
兵
制
度
）
土
地
を
耕

作
す
る
た
め
の
田
客
一
農
奴
を
所
有
し
て
い
た
。
こ

れ
ら
の
田
客
は
主
家
に
対
し
て
課
を
納
め
役
に
服
す

る
が
敏
府
は
彼
等
田
客
に
賦
役
を
負
担
さ
す
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
れ
で
復
客
群
鶴
と
呼
ば
れ
る
。
　
（
復

は
賦
役
を
免
除
す
る
の
意
）
こ
の
様
に
し
て
江
爾
大

族
の
認
証
基
礎
及
び
政
治
的
特
権
が
構
成
さ
れ
て
い

く
。
即
ち
魏
習
以
後
の
封
建
門
閥
制
度
は
そ
の
原
型

を
呉
の
制
度
上
に
見
出
し
う
る
」
と
い
う
の
で
あ

る
。
た
だ
落
部
の
性
絡
に
つ
い
て
は
少
し
不
明
な
点
．

が
あ
る
。
特
に
宗
部
一
大
族
と
す
る
か
と
思
う
と
、

他
の
箇
所
で
は
宗
部
は
山
越
と
互
に
相
通
じ
て
用
い

ら
れ
る
と
い
っ
て
や
や
混
乱
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
一
、
習
書
趙
至
伝
中
所
見
的
曹
魏
駅
家
制
度
　
士

家
に
生
れ
た
趙
至
の
生
渥
を
通
し
て
、
土
家
制
度
の

厳
格
さ
1
士
の
身
分
の
…
闘
定
的
な
こ
と
、
賭
し
い

特
殊
階
級
と
し
て
一
般
の
人
民
と
は
差
別
さ
れ
て
い

た
こ
と
な
ど
一
1
を
追
及
し
た
小
論
で
あ
る
。

　
一
、
西
丁
田
翻
試
釈
　
魏
の
屯
田
、
著
の
占
田
上

田
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
「
魏
の
屯
田
欄
」

に
は
『
e
屯
霞
戸
は
官
の
農
奴
で
あ
る
。
⇔
屯
田
民

は
典
農
官
に
直
属
し
て
兵
役
に
服
さ
な
い
。
』
と
い
う
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評

二
つ
の
特
徴
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
魏
の
屯
照
が
漢

の
屯
田
及
び
租
を
出
さ
し
て
官
田
を
耕
作
さ
す
湿
度

を
受
け
つ
い
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

魏
が
屯
田
糊
を
施
行
し
た
理
由
は
生
産
力
を
恢
復

し
、
軍
需
力
を
増
す
た
め
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
魏

の
中
央
集
権
的
な
政
策
と
し
て
、
地
方
豪
族
の
手
に

土
地
と
労
働
力
が
無
制
限
に
入
る
の
を
防
ぐ
た
め
で

も
あ
っ
た
。
そ
れ
故
魏
が
亡
び
普
政
権
が
成
立
す
る

と
屯
田
制
ぽ
崩
壊
し
た
。
署
は
屯
財
制
廃
止
後
十
絵

年
に
し
て
戸
調
式
を
頒
布
し
た
。
そ
の
中
に
は
賦

税
・
軍
戸
・
闘
客
及
び
占
田
と
課
田
の
綱
度
が
含
ま

れ
て
い
る
。
従
来
占
田
・
黒
田
に
つ
い
て
は
種
々
な

解
釈
が
あ
る
が
、
何
れ
も
西
晋
に
は
漢
・
魏
の
館
く

実
物
地
租
は
存
せ
ず
、
稽
役
地
租
の
方
法
が
と
ら
れ

て
い
た
と
考
え
る
点
で
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
・

の
解
釈
に
は
大
い
に
疑
問
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
従
来

の
説
は
聖
代
に
授
田
が
実
行
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か

ら
出
催
し
て
上
述
の
如
き
解
釈
を
下
す
わ
け
だ
が
、

書
の
占
閏
・
課
田
の
法
令
に
は
還
授
の
方
法
や
年
齢

の
規
定
が
な
い
か
ら
胸
騒
が
行
わ
れ
た
と
は
考
え
難

い
。
占
田
は
た
だ
法
令
の
上
か
ら
人
民
の
所
有
し
て

も
よ
い
田
の
燈
を
規
申
し
た
だ
け
で
、
そ
の
経
営
形

捧
．
の
如
何
綜
論
じ
な
い
。
課
田
は
労
働
力
を
銃
綱
し

蒐
土
を
開
発
す
る
た
め
に
、
十
六
歳
よ
り
六
十
歳
ま

で
の
丁
男
女
に
、
課
田
法
に
規
定
さ
れ
た
一
定
の
土

地
を
耕
す
こ
と
を
強
制
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
聖

恩
に
も
御
調
と
し
て
の
三
匹
の
絹
、
三
斤
の
縞
と
並

ん
で
闘
租
は
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
量
は
初
学
記
引

高
故
事
か
ら
、
　
一
夫
五
十
畝
の
墨
田
に
対
「
し
て
四
鱗

の
定
額
租
で
あ
っ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
粗
代
に

田
租
の
存
し
た
こ
と
は
、
我
が
国
の
三
会
で
は
ほ
ぼ

通
説
で
あ
る
。
唐
氏
は
そ
の
量
を
初
掌
記
引
晋
故
事

の
み
か
ら
四
鱗
と
さ
れ
た
が
、
西
晋
に
受
け
継
が
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
魏
の
畝
税
照
升
の
記
事
や
、
通
典

に
見
え
る
東
晋
時
代
の
「
其
課
丁
男
…
…
蔵
米
五
石
」

の
記
｛
畢
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
の
か
、
全
然
述
べ
ら

れ
て
い
な
い
し
、
戸
単
式
の
本
文
に
つ
い
て
も
、
習

書
食
貨
志
と
通
典
の
聞
に
は
一
部
に
か
な
り
重
要
と

患
わ
れ
る
異
志
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
関
し
て
も
何
等

の
考
慮
の
払
わ
れ
て
い
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
。

　
一
、
魏
轡
戸
　
調
制
及
其
演
算
「
魏
の
時
に
嚇
賦
税
㎝
制

度
上
に
一
変
革
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
戸
単
位
に
徴

収
す
る
新
し
い
税
一
戸
出
挙
｝
一
匹
鞘
口
斤
－
が

作
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
戸
調
は
玉
傷
の
『
調
』

の
系
統
を
つ
い
だ
も
の
で
あ
る
。
調
は
前
漢
塾
代
に

は
非
常
の
際
の
鵬
時
税
で
あ
っ
た
が
、
後
漢
に
は
常

制
と
な
っ
た
。
そ
の
徴
収
に
当
っ
て
は
自
費
（
財
鷹
）

を
計
箪
し
、
実
物
を
納
め
さ
せ
る
方
法
を
と
っ
た
。
一

方
漢
代
に
は
箕
賦
∵
口
写
等
の
税
掻
が
あ
っ
た
。
こ

れ
は
人
頭
税
で
貨
幣
納
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
が

後
漢
末
に
は
笑
物
で
折
納
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
調
と
算
笠
懸
と
の
区
別
が
な
く
な
っ
た
の

で
、
警
操
は
こ
の
二
者
を
合
し
て
新
税
を
作
っ
た
。
、

こ
の
筆
記
が
晋
に
受
け
継
が
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
著

書
食
貨
志
に
見
え
る
戸
〆
全
に
よ
れ
ば
、
芦
調
は
戸

ご
と
に
貧
富
の
差
な
く
均
一
に
徴
収
さ
れ
た
も
の
の
、

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
晋
書
に
は
別
に
財
産
に
応
じ

て
賦
税
を
徴
収
し
た
と
考
え
ら
れ
る
記
慕
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
田
租
戸
調
の
外
に
一
種
の
税
目
が
存
在

し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
私
は
こ
れ
こ
そ
古

調
で
あ
る
と
患
う
。
そ
れ
は
翌
翌
の
前
身
た
る
漢
代

の
調
が
財
産
に
応
じ
て
徴
収
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
で
は
戸
惑
に
見
え
る
『
戸
冠
輸
絹
三
匹
縮
「
三
内
』

を
ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
と
、
　
こ
れ
は
平
均
の

数
を
示
し
た
の
に
過
ぎ
ず
、
笑
際
は
地
方
官
が
貧
冨

を
樹
働
し
て
徴
収
し
た
と
考
え
る
。
こ
の
戸
調
は
北

朝
で
は
北
魏
孝
聖
帝
が
太
和
十
年
（
四
八
六
）
賦
税

制
を
定
め
る
ま
で
、
爾
朝
で
は
梁
の
武
帯
が
碧
羅
十

年
（
五
〇
二
）
　
「
計
丁
塗
布
」
の
税
綱
改
革
を
行
う

ま
で
踏
襲
さ
れ
た
。
次
に
爾
朝
凍
、
籍
中
に
慶
々
「
租

布
扁
と
い
う
語
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
田
租
と
戸
調

の
意
昧
で
あ
る
。
戸
調
は
霧
を
納
め
さ
せ
た
の
で
、
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い
っ
か
筥
調
を
擁
し
て
布
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
、

そ
し
て
調
と
い
う
需
は
、
単
に
戸
調
と
い
5
意
昧
だ

け
で
な
く
、
広
く
も
ろ
も
ろ
の
賦
税
を
詣
す
言
葉
と

な
っ
た
。
又
こ
れ
ら
画
布
は
最
初
は
物
納
で
あ
っ
た

が
次
第
に
他
物
を
以
て
折
納
す
る
こ
と
が
普
遍
的
と

な
っ
て
行
き
、
そ
の
際
多
く
は
銭
が
痩
用
さ
れ
た
」

と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
漢
代
に
果
し
て
調
と
い

5
税
が
あ
っ
た
か
。
も
し
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
が

財
産
に
応
じ
て
徴
収
さ
れ
た
の
か
。
魏
及
び
皿
田
の
弊

誌
が
こ
の
調
の
系
統
を
引
い
た
も
の
で
、
財
産
に
よ

っ
て
徴
収
量
に
差
を
つ
け
た
も
の
か
、
等
々
の
疑
問

が
趨
る
。
特
に
そ
の
場
合
論
調
令
に
記
さ
れ
た
定
額

が
、
平
均
の
数
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
は
諾
い
か
ね

る
も
の
が
あ
る
。
も
し
戸
調
が
氏
の
謡
わ
れ
る
如
く

財
産
を
案
じ
て
徴
収
さ
れ
た
も
の
な
ら
、
中
国
の
他

の
多
く
の
法
令
の
形
式
か
ら
見
て
も
、
そ
の
旨
が
記

さ
れ
、
財
産
高
に
応
じ
た
徴
収
量
も
書
か
れ
る
筈
だ

と
思
う
。
そ
し
て
氏
が
言
わ
れ
る
財
産
に
応
じ
て
賦

役
を
徴
収
し
た
と
考
え
ら
れ
る
記
載
は
や
は
り
別
の

税
厨
と
考
え
る
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思
う
。
　
（
例
え

ば
武
仙
獅
氏
は
驚
鯛
北
朝
経
済
史
㎏
に
於
て
酒
毒
の

存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。
）

　
一
、
九
田
中
正
制
縫
試
釈
勤
中
正
の
名
は
魏
に
な

っ
て
始
め
て
見
え
る
語
で
あ
る
が
、
後
漢
末
よ
り
盛

ん
に
行
わ
れ
た
各
士
の
入
物
批
評
（
清
議
）
は
貰
婿

の
名
こ
そ
な
い
が
後
の
中
正
の
権
威
を
そ
の
中
に
持

ち
、
地
方
の
大
族
が
勢
力
を
拡
大
す
る
道
具
と
な
っ

て
い
た
。
さ
て
碧
操
は
申
央
集
権
体
制
の
恢
復
を
企

図
し
て
い
た
か
ら
、
発
緩
し
つ
つ
あ
る
地
方
大
族
の

勢
力
を
愚
図
し
ょ
う
と
し
た
。
そ
の
一
つ
の
碧
落
と

し
て
彼
は
朋
党
受
講
を
排
し
、
清
議
を
蔑
視
し
、
厳

し
く
こ
れ
を
取
締
つ
た
。
し
か
し
当
無
の
地
方
大
族

の
勢
、
力
ぱ
無
視
し
得
な
い
し
、
理
論
的
に
も
人
物
詳
評

価
は
重
要
な
こ
と
な
の
で
、
完
全
に
真
締
の
入
物
．
批

評
を
廃
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ

の
人
物
批
評
の
形
式
を
残
し
、
地
方
大
族
の
そ
れ
ま

で
所
有
し
て
い
た
清
議
の
権
威
を
逆
用
し
て
政
府
に

協
力
さ
す
た
め
に
作
ら
れ
た
の
が
中
正
制
度
で
あ
っ

た
」
と
中
正
勧
度
成
立
の
原
因
を
述
べ
た
あ
と
、
九

品
中
正
に
つ
い
て
の
幾
つ
か
の
細
い
問
題
を
論
じ
て

い
る
。
　
「
e
九
品
中
正
翻
は
威
康
元
年
（
二
二
〇
）

に
設
け
ら
れ
た
が
大
小
中
正
が
同
時
に
設
け
ら
れ
た

の
で
は
な
い
。
大
中
正
は
少
数
の
地
学
豪
族
が
一
郡

の
範
囲
で
は
満
足
し
き
れ
な
く
な
っ
た
の
で
設
鷺
さ

れ
た
。
そ
の
蒔
期
は
正
始
元
年
（
鐘
O
）
～
嘉
平
二
年

（卜。

W
）
の
閻
で
あ
ろ
う
。
　
⇔
中
正
は
最
初
は
郡
の
長

官
に
よ
り
推
薦
さ
れ
て
い
た
が
、
岩
代
で
は
大
真
正

は
司
徒
に
よ
っ
て
選
授
さ
れ
、
小
中
正
は
大
中
正
に

よ
っ
て
薦
挙
さ
れ
、
中
正
の
任
命
権
は
地
方
か
ら
中

央
に
移
っ
た
。
⇔
中
正
に
は
訪
問
と
呼
ば
れ
る
属
員

が
あ
っ
た
。
㈲
中
正
の
主
要
な
任
務
は
人
物
の
評
定

を
行
い
こ
れ
に
最
第
を
与
え
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
外

に
州
の
主
簿
及
び
従
事
を
委
任
す
る
権
利
を
有
し
て

い
た
。
㈲
中
正
が
吏
部
に
提
出
す
る
資
料
は
家
世
、

状
（
評
語
。
行
状
の
謂
で
は
な
い
）
韻
の
三
つ
で
あ

る
。
㈹
中
正
の
下
す
騒
第
は
九
等
あ
る
が
、
類
別
す

れ
ば
二
つ
に
過
ぎ
な
い
。
　
一
品
は
た
だ
そ
の
名
が
あ

る
だ
け
で
二
晶
が
最
高
で
あ
る
。
　
食
品
は
上
品
の

列
に
あ
る
筈
だ
が
卑
属
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
う
し
て
二
品
だ
け
が
晶
晶
と
な
っ
た
た
め
、

そ
の
中
で
更
に
区
別
す
る
必
要
か
ら
二
品
中
の
優
れ

た
も
の
に
駄
面
を
加
裏
て
灼
然
二
品
の
名
が
で
き

た
。
㈹
、
中
正
の
下
す
品
第
は
褒
疑
の
虚
品
で
は
な

く
、
官
途
に
つ
く
道
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
宮

位
は
必
ず
品
第
と
相
移
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
㈹
こ

の
晶
第
と
官
位
の
関
係
に
も
変
鋤
が
あ
り
、
　
そ
の

調
節
の
た
め
宋
代
に
は
贔
が
宮
に
較
べ
て
高
い
場
合

『
領
』
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
、
文
二
品
を
ば
家
世

に
よ
る
『
門
地
二
流
』
と
才
能
に
よ
る
『
二
品
才

堪
』
に
分
け
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
㈹
中
正
の
品
第

は
費
紙
に
記
さ
れ
司
徒
府
に
蔵
さ
れ
た
。
納
｝
且
降

さ
れ
た
ロ
m
第
が
ザ
て
の
人
物
に
適
し
な
い
と
認
め
ら
れ
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謎欝

る
と
撮
の
升
降
が
行
わ
れ
た
。
」
と
玉
中
正
制
…
度
の
具

体
的
な
職
権
や
組
織
晶
第
に
つ
い
て
論
じ
た
の
ち
、

中
正
制
の
門
閥
封
建
舗
…
の
関
係
に
つ
い
て
「
九
品
中

正
綱
創
立
の
学
的
は
決
し
て
門
閥
の
統
治
を
躍
固
に

す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
魏
に
よ
っ
て
中
正
が

作
ら
れ
た
と
き
に
は
、
家
世
や
血
族
は
璽
ん
ぜ
ら
れ

な
か
っ
た
。
し
か
し
中
正
に
任
ぜ
ら
れ
る
も
の
自
身

二
餓
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
二
品
は
又
中

正
が
推
挙
を
行
う
場
合
そ
れ
に
参
．
賦
す
る
権
が
あ

り
、
二
品
を
獲
得
す
る
も
の
は
殆
ど
皆
蟹
族
で
あ
っ

た
の
で
、
鰻
筒
は
自
然
官
吏
任
用
権
を
握
る
よ
う
に

な
っ
た
。
し
か
も
西
南
の
政
権
は
世
業
を
中
心
と
し

て
い
た
の
で
こ
の
制
慶
を
鰹
止
し
、
或
は
こ
の
勢
い

を
阻
止
す
る
こ
と
で
き
な
か
っ
た
。
か
く
て
九
品
中

正
翻
　
は
門
閥
の
統
治
を
輩
國
に
す
る
作
用
を
し
た
。

こ
の
作
用
が
忍
音
に
到
っ
た
時
に
士
庶
の
別
は
疑
い

得
な
い
原
則
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
縛
に
九
品
升

降
の
重
要
性
は
失
せ
て
し
ま
う
。
中
正
の
下
す
最
第

よ
り
自
己
の
血
統
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
」

　
次
に
少
し
順
序
は
異
る
が
九
焔
中
正
翻
と
関
連
あ

る
濤
議
及
び
そ
れ
に
つ
づ
い
て
田
臆
想
史
を
扱
っ
た
一

連
の
論
丈
に
移
り
た
い
。

　
、
一
、
浩
談
与
清
識
「
清
談
の
意
匠
は
後
世
で
は
坐

論
の
談
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
清
談
の
も
と
の
意

味
ほ
雅
談
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
内
容
は
旦
ハ
体
的
な

人
物
壷
鐙
で
虚
玄
の
談
で
は
な
い
し
、
老
荘
と
も
闘

係
が
な
い
。
だ
か
ら
初
期
に
お
い
て
は
清
談
と
清
議

は
互
称
さ
れ
て
い
る
。
羅
漢
末
丸
婁
政
治
の
腐
敗
特

に
黄
由
の
乱
は
統
治
階
簾
中
の
一
部
分
の
敏
感
な
士

大
夫
を
促
し
て
、
儒
家
道
徳
の
標
準
で
選
ば
れ
て
出

て
く
る
人
才
が
統
治
階
級
の
要
求
に
合
わ
ぬ
の
で
は

な
い
か
と
考
え
始
め
さ
せ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
選
挙

の
標
準
を
確
立
す
る
か
に
つ
い
て
新
な
考
慮
を
加
え

さ
せ
た
。
玄
掌
は
こ
の
点
か
ら
出
発
し
て
、
有
無
本

末
の
弁
に
発
展
し
、
満
談
は
清
議
（
人
物
批
評
）
の

意
昧
か
ら
虚
玄
の
談
に
変
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
ま

さ
に
玄
学
の
発
展
と
棺
符
合
し
て
い
る
。
大
体
玄
学

の
先
駆
と
な
っ
た
名
理
の
学
が
人
物
批
評
の
抽
象
化

及
び
そ
の
原
則
を
研
究
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
て

清
談
は
こ
う
し
て
清
議
と
は
異
っ
た
意
昧
を
も
つ
よ

う
に
な
っ
た
が
、
三
国
晋
以
後
で
も
時
に
は
相
通
じ

て
便
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
清
談
家
も
入
物
を

談
ず
る
こ
と
は
あ
る
の
で
、
世
説
新
語
に
載
せ
ら
れ

た
象
徴
的
な
論
題
は
一
種
の
入
物
批
評
で
、
中
正
が

贔
第
を
す
る
場
合
の
参
考
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

明
に
清
議
の
系
統
を
引
く
も
の
で
あ
る
。
」

　
一
、
態
態
才
性
論
的
敷
治
意
義
「
後
漢
の
政
治
思

懇
は
真
教
を
以
て
天
下
を
治
め
る
と
い
う
こ
と
に
あ

っ
た
。
そ
し
て
官
吏
採
用
の
方
針
も
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
才
能
よ
り
も
操
行
を
重
ん
じ
た
。
こ
の
方
針
は

政
治
が
安
定
し
て
い
た
揚
合
は
よ
か
っ
た
が
、
政
治

が
乱
れ
、
　
『
行
』
を
重
ん
ぜ
ら
れ
て
出
て
来
た
官
爽

が
こ
の
局
面
を
処
理
し
帰
れ
な
い
の
を
現
実
に
見
る

と
、
こ
の
原
則
が
疑
問
視
さ
れ
始
め
、
こ
こ
に
才
能

を
重
ん
ず
る
か
、
操
行
を
重
ん
ず
る
か
は
一
つ
の
重

要
な
問
題
と
な
っ
た
。
そ
の
時
才
が
行
に
先
ん
ず
る

と
い
う
こ
と
を
雪
つ
．
た
の
が
曹
操
で
あ
り
、
　
彼
は

『
唯
才
併
置
』
の
原
則
を
打
ち
た
て
た
。
こ
う
し
て

当
時
才
と
性
即
ち
操
行
と
才
能
の
問
題
を
論
じ
る
こ

と
は
叉
現
実
の
政
権
を
輩
固
に
す
る
と
い
う
政
治
的

課
題
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
議
論
が
次
第
に
紬

微
な
点
に
入
っ
て
行
き
、
善
性
論
は
終
に
政
治
の
問

題
と
は
離
れ
て
一
つ
の
重
要
な
哲
学
的
命
題
と
し

て
、
魏
晋
闘
の
思
懇
家
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
」

　
一
、
嗜
酒
玄
学
之
形
成
及
其
発
展
「
東
漢
末
に
思

想
界
上
に
一
つ
の
変
化
が
起
つ
た
。
こ
の
変
化
が
発

展
し
て
魏
習
の
閲
に
玄
学
が
形
成
さ
れ
る
に
漏
る

が
、
玄
学
は
後
世
に
想
像
さ
れ
る
よ
う
な
超
然
と
し

て
空
虚
な
も
の
で
は
な
く
、
現
実
の
社
会
経
済
と
政

治
を
反
養
し
た
一
つ
の
政
治
理
論
で
あ
っ
た
。
後
漢

の
儒
嫁
略
奪
の
政
治
思
想
に
疑
問
が
生
じ
、
現
実
に
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適
合
し
た
政
治
理
論
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
の
た
め
に
先
藁
諸
子
や
原
始
鰭
家
門
懇
の
研
究
が

盛
ん
と
な
っ
た
。
こ
の
申
で
特
に
重
視
さ
れ
た
の
が

法
家
。
名
家
及
び
道
家
で
あ
っ
た
。
名
家
は
本
来
正

名
…
名
（
言
葉
或
は
概
念
）
を
正
し
名
と
実
と
の
一

致
を
求
め
る
一
を
自
ゲ
的
と
す
る
年
報
だ
が
、
こ
の

聖
代
に
は
現
実
の
．
問
題
と
し
て
官
吏
登
用
の
場
合
の

人
と
職
と
の
配
合
の
標
準
を
決
定
す
る
躇
的
を
持
っ

て
い
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
『
名
』
の
研
究
が
理
論

的
に
つ
き
つ
め
ら
れ
る
と
無
名
に
帰
す
。
そ
の
上
、

魏
の
政
治
が
龍
王
芳
に
到
っ
て
慰
権
が
弱
ま
り
皇
帝

の
位
も
虚
位
に
な
る
現
状
も
影
響
し
て
こ
こ
に
無
為

を
唱
え
る
老
荘
思
想
の
研
究
一
玄
学
が
成
立
し
た
。

こ
う
し
て
成
立
し
た
玄
学
で
あ
る
が
そ
こ
に
は
二
つ

の
系
統
が
あ
る
。
一
は
正
統
工
学
家
或
は
在
朝
玄
学

家
で
他
は
別
派
玄
学
家
域
は
在
野
玄
学
家
で
あ
る
。

前
議
は
何
曇
。
王
弼
に
代
表
さ
れ
、
老
子
の
無
為
の

敷
浩
思
想
を
主
張
し
、
鷺
権
を
弱
め
て
枇
家
大
族
が

そ
の
特
権
を
享
受
す
る
こ
と
を
放
任
せ
し
め
ん
と
考

え
る
。
し
か
し
彼
等
は
為
政
者
と
し
て
の
立
場
か
ら

『
各
教
は
自
然
に
復
本
す
」
と
し
て
名
教
に
は
反
対

し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
在
野
派
は
占
卜
、
密
康
ら

が
そ
う
で
あ
る
が
、
荘
子
の
自
然
を
持
ち
出
し
当
局

の
提
嘱
す
る
名
教
に
反
抗
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
故

こ
の
派
の
人
々
は
無
敢
府
…
論
に
臨
り
、
封
建
秩
序
を
麟
納
じ
ら
れ
て
い
る
、
鷹
氏
は
こ
の
四
条
の
考
察
か
ら
屠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鱒
ド
．

破
愛
す
る
観
望
を
な
す
恐
れ
が
あ
る
た
め
に
こ
れ
を

糾
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
に
翼
壁
・
郭
象
ら
が

出
て
こ
の
両
案
を
漕
調
多
し
、
．
名
薬
と
膚
然
の
聞
の
矛

盾
を
解
決
し
、
『
道
』
と
『
縣
』
を
綜
合
し
た
。
し

か
し
こ
こ
に
仏
教
が
盛
ん
と
な
る
に
つ
れ
て
仏
教
と

名
教
と
の
間
に
矛
暦
を
生
じ
た
。
結
局
こ
の
間
題
も

仏
教
は
名
教
を
助
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
論
が

建
て
ら
れ
て
、
一
応
の
解
決
を
見
た
。
」
　
と
し
更
に

「
こ
の
儒
仏
留
置
教
の
調
和
は
三
代
の
理
学
に
お
い

て
初
め
て
完
全
に
そ
の
理
論
を
完
成
し
た
が
、
宋
代

理
学
の
淵
源
は
魏
音
玄
学
に
始
る
」
と
い
う
極
め
て

注
目
す
べ
き
蕾
旦
集
で
結
ん
で
い
る
。

　
以
上
三
篇
の
論
文
で
や
や
疑
問
に
思
わ
れ
る
の

は
、
こ
の
時
代
の
思
想
界
の
動
き
を
全
て
政
治
と
結

び
付
け
て
考
え
よ
う
と
し
す
ぎ
て
は
し
な
い
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
時
代
の
思
憩
を
研
究
す
る
に

当
っ
て
、
そ
の
時
代
の
政
治
や
祉
会
経
済
と
の
関
係

を
切
り
離
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
全
て
を
そ
れ

で
割
り
切
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
一
、
読
響
朴
子
推
論
爾
北
学
風
的
異
同
　
抱
朴
子

外
篇
姦
臣
篇
に
書
法
。
重
語
・
哀
笑
。
居
喪
の
照
ケ

条
を
挙
げ
て
当
時
の
江
南
の
思
潮
風
俗
の
、
洛
陽
の

風
気
に
染
ん
で
旧
俗
を
棄
て
去
っ
て
い
る
こ
と
が
群

発
し
て
、
　
「
講
習
聞
の
南
北
の
界
は
揚
子
江
で
な
く

黄
河
で
あ
り
、
三
国
忍
車
の
薪
学
風
も
河
南
に
起
つ

た
。
こ
れ
に
回
し
江
爾
の
学
風
は
河
北
の
そ
れ
に
近

く
課
守
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
晋
窒
東
遷
後
、
所
謂

江
爾
の
風
俗
に
洛
陽
を
中
心
と
す
る
中
原
文
化
が
移

入
さ
れ
、
江
南
圃
有
の
保
守
的
な
丈
化
・
風
俗
が
変

え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
従
っ
て
東
即
日
以
後
の
江
爾
文

化
は
北
方
か
ら
の
僑
人
に
代
表
さ
れ
る
も
の
と
な

り
、
轍
南
固
有
の
文
化
を
指
し
て
い
る
も
の
で
は
な

い
。
寧
ろ
江
南
土
藩
の
人
々
は
そ
れ
等
墨
入
と
区
溺

さ
れ
保
守
的
で
あ
っ
た
。
砲
皇
子
の
著
者
葛
洪
も
そ

の
一
人
で
、
彼
の
立
場
は
爾
北
の
盛
儀
統
・
源
思
想
．

を
綜
合
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
戸
惑
篇
の
雷
葉
も
そ

う
い
う
所
か
ら
旛
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

、
本
書
に
は
此
の
外
蹴
胡
十
六
国
総
代
を
論
じ
た

「
普
代
北
境
昏
族
『
変
乱
』
的
性
質
和
五
醗
政
権
在

中
属
的
統
治
。
」
北
魏
政
権
の
成
立
に
つ
い
て
の
門
拓

蹟
国
家
的
晶
建
立
及
莫
封
隷
〃
化
」
。
　
北
風
晴
の
兵
制
を

扱
っ
た
「
魏
周
府
兵
制
慶
弁
疑
」
及
び
「
魏
電
磁
胡

考
」
の
四
つ
が
あ
る
が
、
す
で
に
所
与
の
紙
数
を
大

分
超
過
し
た
の
で
題
名
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
る
。

　
（
生
活
、
読
嘗
、
新
知
三
寸
書
店
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
f
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野
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