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25 氏姓と太古の治道

氏
姓
と
太
古
の
治
道

―
細
井
貞
雄
『
姓
序
考
』
を
巡
っ
て

河
　
合
　
一
　
樹

序
細
井
貞
雄
ハ
、
号
ヲ
昌
阿
、
家
ノ
号
ヲ
詞
花
堂
ト
云
、
称
ヲ
藤
十
郎
ト
ヨ
ベ
リ
、
江
戸
ノ
人
ナ
リ
、【
桶
町
ニ
住
ミ
、
桶
御
用
ヲ
ツ

ト
メ
シ
ト
イ
フ
、】
ハ
ヤ
ク
家
ノ
ツ
ト
メ
ヲ
サ
ケ
、
浅
草
伝
法
院
裏
門
ノ
辺
ニ
閑
居
シ
、
山
本
正
臣
カ
門
ニ
入
、
モ
ノ
マ
ナ
ビ
ヲ
イ

ソ
シ
ミ
、
後
本
居
ノ
弟
子
ト
ナ
リ
、
有
職
ハ
大
炊
御
門
ノ
門
弟
ニ
テ
、
最
姓
氏
学
ニ
精
シ
カ
リ
ケ
リ
、

.

［
清
宮
秀
堅
『
古
学
小
伝
』
下
、
玉
山
堂
、
一
八
八
六
年
、
二
二
葉
表
］

　

こ
れ
は
『
古
学
小
伝
』
に
お
け
る
細
井
貞
雄
の
伝
記（
１
）の
冒
頭
で
あ
る
。
貞
雄
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
は
『
宇
津
保
物
語
』
研
究
の
方
が

広
く
知
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い（
２
）が
、
こ
こ
で
は
「
姓
氏
学
」
に
詳
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
真
っ
先
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。「
姓
氏
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学
」
と
は
、
日
本
古
代
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ（
３
）が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
氏
族
が
ど
の
よ
う
な
来
歴
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
に
対
す
る
研
究
を
指
す
。

　

こ
の
よ
う
な
紹
介
の
通
り
、
貞
雄
は
未
完
成
に
終
わ
っ
て
い
る（
４
）と
は
い
え
記
紀
や
『
姓
氏
録
』
に
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
を
五
十
音
順
に
配
列
し

考
証
を
加
え
た
『
姓
氏
考
』
を
構
想
し
、「
真
人
」「
朝
臣
」
な
十
四
種
の
カ
バ
ネ
に
つ
い
て
論
じ
る
『
姓
氏
考
』
を
書
い
て
い
る
。
そ
れ

ら
に
お
い
て
は
、
記
紀
や
『
姓
氏
録
』
な
ど
を
駆
使
し
た
詳
細
な
考
察
が
為
さ
れ
て
お
り
、
佐
伯
有
清
は
そ
の
功
績
を
近
世
の
ウ
ヂ
カ
バ

ネ
及
び
『
姓
氏
録
』
の
研
究
史
に
お
い
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
評
価
す
る（
５
）。

　

本
稿
の
目
的
は
そ
の
よ
う
な
貞
雄
の
「
姓
氏
学
」
の
思
想
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
近
世
に
お
い
て
は
様
々
な
人
物

が
中
国
の
姓
氏
と
日
本
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
と
を
比
較
し
、
そ
れ
ら
の
意
義
を
論
じ
て
い
た（
６
）。
早
期
に
は
儒
者
た
ち
に
よ
る
中
国
の
姓
氏
を
基

準
と
し
た
議
論
が
目
立
つ
が
、
本
居
宣
長
以
降
徐
々
に
国
学
者
た
ち
に
よ
る
日
本
独
自
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
の
追
及
が
増
え
て
い
く
。
そ
の
中

に
あ
っ
て
貞
雄
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
究
す
る
こ
と
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

　

そ
の
為
、
個
々
の
氏
族
や
カ
バ
ネ
に
関
す
る
具
体
的
な
考
証
よ
り
も
貞
雄
が
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
の
制
度
を
ど
の
よ
う
に
思
い
描
い
て
い
る
か

と
い
う
こ
と
が
考
察
の
中
心
と
な
る
。
ま
た
そ
の
際
に
、
本
来
で
あ
れ
ば
『
姓
氏
考
』
も
重
要
な
著
作
と
し
て
見
逃
す
こ
と
は
出
来
な
い

が
、
未
完
成
で
あ
る
こ
と
及
び
個
々
の
氏
族
の
考
証
が
主
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
『
姓
序
考
』
を
中
心
に
考
察
を
進
め
る

こ
と
に
し
た
い
。

　

さ
て
、
貞
雄
は
『
姓
序
考
』
の
中
で
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
に
つ
い
て
「
姓
と
い
へ
る
は
真
人
、
朝
臣
の
類
を
い
ひ
、
氏
と
い
へ
る
は
、
源
、

橘
、
藤
原
な
と
の
類
を
い
へ
り
。［『
姓
序
考
』
五
二
五
］」
と
端
的
に
定
義
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
今
日
か
ら
す
れ
ば
、
ご
く
当
然
の

こ
と
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
谷
川
士
清
の
『
和
訓
栞
』
の
「
か
ば
ね
」
の
項
目
に
目
を
向
け
る
と
、
貞
雄

の
発
言
が
当
時
に
お
い
て
は
単
な
る
自
明
の
前
提
の
確
認
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
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か
ば
ね　

神
代
紀
に
尸
を
よ
め
り
。
骨
皮
の
義
也
。
顕
宗
紀
に
骨
ノ
字
も
よ
め
り
。
柩
を
よ
め
る
ハ
義
訓
也
。
骸
も
同
し
。
〇
神
代

紀
に
姓
又
姓
氏
を
よ
む
ハ
尸
よ
り
出
た
る
詞
也
。
續
日
本
紀
に
根
可
婆
禰
と
い
ひ
、
姓
氏
録
に
人
民
の
氏
骨カ
ハ
ネと

い
へ
る
是
也
。
さ
る

を
姓
氏
の
外
に
日
本
に
て
ハ
別
に
尸
と
い
ふ
事
あ
り
と
お
も
え
る
は
誤
り
也
。
太
古
ハ
姓
氏
の
沙
汰
な
し
。
西
土
も
同
し
。
ま
た
姓

氏
の
別
あ
り
し
も
姓
と
氏
と
を
混
せ
り
。
漢
ノ
　

高
祖
を
姓
劉
氏
と
い
ふ
か
如
き
是
也
。

.

［
谷
川
士
清
著
・
井
上
頼
圀
ほ
か
増
補
『
増
補
語
林　

和
訓
栞　

上
』

.

皇
典
研
究
所
、
一
八
九
八
年
、
五
一
八
～
五
一
九
頁
］

　

こ
こ
に
お
い
て
士
清
は
、
あ
く
ま
で
カ
バ
ネ
を
中
国
の
姓
氏
と
の
関
連
で
捉
え
よ
う
と
し
て
お
り
、
姓
氏
以
外
に
日
本
に
は
「
尸
」
と

い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
貞
雄
の
如
上
の
定
義
は
日
本
独
自

の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
の
考
察
へ
と
踏
み
出
そ
う
と
す
る
宣
言
で
あ
る
と
受
け
取
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
貞
雄
の
日
本
独
自
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
に
対
す
る
考
察
は
全
く
の
独
創
で
あ
る
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
貞
雄
は

様
々
な
箇
所
に
お
い
て
、
師
で
あ
る
宣
長
が
『
古
事
記
伝
』
等
の
著
作
に
お
い
て
示
し
た
見
解
を
引
用
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
思
想
的
内

容
に
つ
い
て
も
宣
長
か
ら
の
影
響
が
強
い
。
部
分
的
に
は
宣
長
の
説
に
反
対
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
宣
長
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
て
は
い
な
い
。
た
だ
し
、
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
を
主
題
と
し
て
専
門
的
な
研
究
を
行

い
独
立
し
た
著
作
に
纏
め
た
貞
雄
の
言
説
に
は
、
宣
長
か
ら
さ
ら
に
歩
を
進
め
た
独
自
の
部
分
も
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な

事
情
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
ま
ず
宣
長
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
を
巡
る
思
索
に
つ
い
て
一
定
の
紙
幅
を
費
や
し
て
確
認
し
た
後
に
、
貞
雄
の

『
姓
序
考
』
に
関
す
る
考
察
へ
と
進
む
こ
と
に
し
た
い
。
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一　
『
古
事
記
伝
』
に
お
け
る
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
の
注
釈

　

序
で
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
貞
雄
の
『
姓
序
考
』
は
宣
長
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
を
巡
る
思
索
を
発
展
さ
せ
た
も
の
と
し
て
の
色
彩
が
強

い
。
そ
の
為
、
ま
ず
は
貞
雄
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
に
お
け
る
記
述
を
見
て
い
き
た
い（
７
）。

　

宣
長
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
に
関
す
る
見
解
は
、
允
恭
記
の
盟
神
探
湯
の
段
に
お
け
る
「
こ
こ
に
、
天
皇
、
天
の
下
の
氏
々
名
々
の
人
等
の
氏

姓
の
忤
ひ
過
て
る
こ
と
を
愁
ひ
ま
し
て
、
味
白
檮
の
言
八
十
禍
津
日
の
前
に
、
く
か
瓮
を
据
ゑ
て
、
天
の
下
の
八
十
友
の
緒
の
氏
姓
を
定

め
た
ま
ひ
き
。［『
古
事
記
』
允
恭
記
］」
と
い
う
箇
所
に
対
す
る
「
名
々
」「
氏
姓
」
な
ど
の
項
目
に
示
さ
れ
て
い
る
。「
氏
姓
」
に
対
す

る
注
釈
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

○
氏
姓
は
、
宇ウ

遅ヂ

加カ

婆バ

禰ネ

と
訓ム

、
宇ウ

遅ヂ

と
云
物
は
常
に
人
の
心
得
た
る
が
如
し
、【
源
平
藤
原
な
ど
の
類
是
な
り
、】
加カ

婆バ

禰ネ

と
云
は
、

宇ウ

遅ヂ

を
尊タ
フ
トみ

た
る
號ナ

に
し
て
即チ

宇ウ

遅ヂ

を
も
云
り
、【
源
平
藤
原
の
類
は
、
氏ウ
ヂ

な
る
を
其ソ
レ

を
も
、
加
婆
禰
と
も
云
な
り
、】
宇ウ

遅ヂ

も
も
と

賛ホ
メ

て
負ツ
ケ

た
る
物
な
れ
ば
な
り
、【
是
は
た
言
は
賛ホ
メ

た
る
言
に
非
る
も
、
負ツ
ケ

た
る
意
は
ほ
め
た
る
も
の
な
り
】
又
朝ア
ソ
ミ臣

宿ス
ク
ネ禰

な
ど
、
宇ウ

遅ヂ

の
下
に
着ツ
ケ

て
呼イ

ふ
物
を
も
云
り
、
此コ

は
固
モ
ト
ヨ
リ

賛ホ
メ

尊ト
フ
トみ

た
る
號ナ

な
り
、
又
宇ウ

遅ヂ

と
朝
臣
宿
禰
の
類
と
を
連ツ
ラ

ね
て
も
加カ

婆バ

禰ネ

と
云
り
、

【
藤
原ノ

朝
臣
大
伴ノ

宿
禰
な
ど
の
如
し
、】
さ
れ
ば
宇ウ

遅ヂ

と
云
は
、
源
平
藤
原
の
類
に
局カ
ギ

り
、【
朝
臣
宿
禰
の
類
を
宇
遅
と
云
る
こ
と
は

無
し
、】
加カ

婆バ

禰ネ

と
云
は
、
宇ウ

遅ヂ

に
も
朝
臣
宿
禰
の
類
に
も
連ツ
ラ
ネて

呼イ

ふ
に
も
恒ワ
タ

る
號ナ

な
り
、
宇ウ

遅ヂ

と
加カ

婆バ

禰ネ

と
の
差ケ
ヂ
メ別

大
か
た
如
カ
ク
ノ
ゴ
ト此

し
、
さ
て
宇ウ

遅ヂ

加カ

婆バ

禰ネ

と
連ツ
ラ

ね
て
云
に
は
、
宇ウ

遅ヂ

【
源
平
藤
原
の
類
】
と
加カ

婆バ

禰ネ

【
朝
臣
宿
禰
の
類
】
と
を
分ワ
ケ

て
並ナ
ラ

べ
て
云
る
も
在

り
、
又
た
ゞ
何
と
な
く
重カ
サ

ね
て
云
る
も
あ
り
、
此コ
コ

の
氏ウ
ヂ

姓カ
バ
ネ

何
れ
に
見
て
も
違
は
ず
、
.

［『
記
伝
』
十
二
・
一
八
七
］
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宣
長
は
源
平
藤
原
な
ど
の
ウ
ヂ
と
朝
臣
宿
祢
な
ど
の
カ
バ
ネ
を
分
け
て
言
う
場
合
と
両
者
を
共
に
カ
バ
ネ
と
言
う
場
合
と
の
二
つ
を
考

え
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
、
先
に
触
れ
た
貞
雄
の
定
義
と
多
少
の
差
異
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
違
い
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
も
興
味
深
い
問
題
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
、
日
本
独
自
の
カ
バ
ネ
を
否
定
し
て
い
た
士
清
と
比
べ
る

な
ら
ば
、
両
者
は
大
き
な
方
向
性
に
お
い
て
は
一
致
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
宣
長
は
こ
の
直
後
に
比
較
的
長
い
割
注

を
付
け
て
日
本
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
と
中
国
の
姓
氏
と
の
相
違
を
論
じ
、「
朝
臣
宿
禰
の
類
は
、
漢
國
に
は
無
き
物
［『
記
伝
』
十
二
・
一
八

七
］」
で
あ
る
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
分
か
る
の
は
、
宣
長
が
貞
雄
に
先
立
っ
て
日
本
独
自
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
の
在
り
方
を
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
内
実
を
考
え
る
為
に
は
、「
名
々
」
の
項
目
の
方
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
「
名
」
の
一
般

的
定
義
か
ら
始
ま
る
長
い
注
釈
が
為
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
次
の
よ
う
な
記
述
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
古ヘ

は
氏
々
の
職ワ

業ザ

各
定
ま
り
て
、
世
々
相ヒ

繼ツ
ギ

て
仕ヘ

奉
り
つ
れ
ば
、
其ノ

職ワ
ザ

即チ

其ノ

家
の
名
な
る
故
に
、【
氏
々
の
職
業
は
、
も
と
其

先
祖
の
徳イ
サ
ヲ功
に
因リ

て
う
け
た
ま
は
り
仕
奉
る
な
れ
ば
、
是
も
賛ホ
メ

た
る
方
に
て
名
な
り
、】
即チ

其ノ

職ワ

業ザ

を
指シ

て
も
名
と
云
理
、
さ
て
其ソ

は
其
家
に
世
々
に
傳
は
る
故
に
其
名
即チ

姓
の
如
し
、
さ
れ
ば
名ナ

ナ々

と
云
は
職
々
に
て
即チ

此レ

も
氏
々
と
云
に
ひ
と
し
き
な
り
、

.

［『
記
伝
』
十
二
・
一
八
六
］

　

こ
こ
で
宣
長
は
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
と
「
職
業
」
と
の
関
係
を
強
調
し
て
い
る
。
日
本
古
代
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
「
職
業
」
が
定

ま
っ
て
い
た
為
に
、
そ
れ
が
家
の
「
名
」
で
あ
り
、
そ
れ
故
「
名
々
」
と
い
う
の
は
「
氏
々
」
と
同
じ
意
味
に
な
る
と
い
う
。
宣
長
は

『
古
事
記
』
本
文
に
あ
る
「
氏
々
名
々
」
と
い
う
言
葉
の
並
び
か
ら
、「
名
々
」
の
意
味
を
追
求
し
、
そ
の
過
程
で
「
職
業
」
と
結
び
つ
い
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た
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
を
構
築
す
る
の
で
あ
る
。

　

ウ
ヂ
カ
バ
ネ
が
「
職
業
」
と
強
い
関
連
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
、
今
日
の
目
か
ら
見
て
も
奇
妙
な
も
の
で
は
な
い
だ

ろ
う（
８
）。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
に
あ
っ
て
こ
の
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
と
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
宣
長

が
こ
の
よ
う
な
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
に
対
す
る
考
え
を
披
歴
す
る
時
、
そ
こ
に
は
同
時
代
の
儒
者
へ
の
反
論
の
意
図
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
宣
長

自
身
が
思
い
描
く
日
本
古
代
の
在
り
方
と
も
関
わ
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

二　

ウ
ヂ
カ
バ
ネ
と
マ
ツ
リ
ゴ
ト

　

宣
長
は
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
と
「
職
業
」
と
の
結
び
つ
き
を
主
張
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
の
持
つ
意
味
を
考
え
る
上
で
目
に
留
ま
る
の
が
、.

「
大
臣
」
に
対
す
る
注
釈
の
中
の
次
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。

〇
官ツ
カ
サ職

の
事
、
神
代
よ
り
此コ
レ

あ
り
て
、
宮ミ
ヤ

之ノ

首オ
ビ
ト、

膳カ
シ
ハ
デ夫

、
齋イ
ハ
ヒ
ヌ
シ主な

ど
あ
る
た
ぐ
ひ
、
皆
官ツ
カ
サ

也
、
又
五
イ
ツ
ト
モ
ノ
ヲ
ノ

部
祖
神
は
、
い
は
ゆ
る
文

官
、
大
伴ノ

連
久
米ノ

直
二
氏ノ

祖
神
な
ど
は
、
い
は
ゆ
る
武
官
な
り
、
又
中
臣
忌
部
な
ど
云
稱
も
、
即チ

官
職
な
り
、
さ
て
大
倭ノ

京
と
な
り

て
、
ま
す
〳
〵
品
々
の
職ツ
カ
サ

見
え
た
り
、
某ナ
ニ
ベ部

某タ
レ
ベ部

と
云
も
の
の
中
に
、
官
職
な
る
多
し
、
後ノ

世
の
官
の
中
に
も
、
辨
オ
ホ
ト
モ、

掃ヒ
カ
キ
モ
リ部

、

大オ
ホ
キ炊

、
主ト
ノ

殿モ
リ

、
主モ
ヒ

水ト
リ

、
靫ユ
ゲ
ヒ負

な
ど
云
は
、
後
に
ま
う
け
た
る
名
に
非
ず
、
古へ

の
官
名
の
の
こ
れ
る
も
の
な
り
、
さ
て
八ヤ

十ソ

伴ト
モ

緒ノ
ヲ

と
云

し
は
、
即チ

漢カ
ラ

籍ブ
ミ

に
百
官
と
云
が
如
し
、
然
れ
ど
も
、
か
の
戎カ
ラ

國
の
、
時
々
に
、
あ
ら
ぬ
人
を
擇エ
ラ

び
舉ア
ゲ

て
、
官
に
任メ

す
と
は
、
大イ
タ

く
異コ
ト

に
し
て
、
皇
朝
の
上
代
に
は
、
各
其ノ

職ツ
カ
サを

世
々
に
傳
へ
て
、
仕
奉
り
し
故
に
、
其ノ

家
の
職
を
、
即チ

姓ウ
ヂ

氏カ
バ
ネに

負オ
ヘ

る
ぞ
多
か
り
け
る
、

か
ゝ
れ
ば
、
官
職
は
神
代
よ
り
し
て
あ
り
つ
る
を
、
後ノ

世
と
そ
の
さ
ま
の
異
な
る
を
以
て
、
後ノ

人
官
職
な
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
上
代
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に
は
、
官
職
な
か
り
し
が
如
く
思
ふ
め
り
、

.

［『
記
伝
』
十
一
・
三
二
四
］

　

こ
こ
で
宣
長
は
、
神
代
か
ら
「
官
職
」
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
官
職
」
や
「
職
」
は
「
ワ
ザ
」
で
は
な

く
「
ツ
カ
サ
」
と
読
ま
れ
て
は
い
る
も
の
の
、「
其
家
の
職
を
、
即
姓
氏
に
負
る
ぞ
多
か
り
け
る
」
と
い
う
主
張
が
允
恭
記
の
ウ
ヂ
カ
バ

ネ
の
注
釈
と
繋
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
だ
ろ
う
。
宣
長
は
日
本
上
代
に
お
い
て
は
、
中
国
の
「
あ
ら
ぬ
人
」
を
採
用

す
る
「
官
」
と
は
異
な
り
、「
職
」
を
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
に
負
う
と
い
う
在
り
方
を
し
て
い
た
為
に
、
後
の
世
の
人
々
は
「
官
職
」
が
な
か
っ

た
と
勘
違
い
し
て
い
る
と
言
う
。

　

宣
長
は
反
論
相
手
で
あ
る
「
後
人
」
が
誰
で
あ
る
か
名
前
を
挙
げ
て
は
い
な
い
が
、
例
え
ば
太
宰
春
台
の
『
弁
道
書
』
に
お
け
る
次
の

よ
う
な
発
言
が
想
定
さ
れ
る
。
宣
長
の
『
直
毘
霊
』
が
『
弁
道
書
』
へ
の
反
論
と
し
て
成
立
し
た（
９
）こ
と
か
ら
も
、
春
台
の
言
説
が
宣
長
の

脳
裏
に
あ
っ
た
蓋
然
性
は
極
め
て
高
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

先
本
朝
の
古
を
考
候
に
、
神
武
天
皇
よ
り
三
十
代
欽
明
天
皇
の
頃
ま
で
は
、
本
朝
に
道
と
い
ふ
事
未
有
ら
ず
、
萬
事
う
ゐ
〳
〵
し
く

候
處
に
、
三
十
二
代
用
明
天
皇
の
皇
子
に
厩
戸
と
い
ふ
聰
明
の
人
生
れ
た
ま
ひ
、
官
職
を
定
め
衣
服
を
制
し
、
禮
樂
を
興
し
て
國
を

治
め
民
を
導
き
、
文
明
の
化
を
天
下
に
施
し
た
ま
ひ
候
。
本
朝
に
於
て
厩
戸
の
功
は
政
作
の
聖
と
も
い
ふ
べ
き
人
に
て
候
。

.

［
太
宰
春
台
『
辨
道
書
』（『
日
本
教
育
思
想
大
系　

徂
徠
学
派
』
所
収
）、
四
二
～
四
三
頁
］

　
『
弁
道
書
』
に
お
い
て
春
台
は
、
日
本
の
古
代
に
は
道
が
な
く
人
々
は
禽
獣
に
等
し
い
有
様
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る）
（1
（

。
こ
の
発
言
も
そ
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の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
春
台
は
聖
徳
太
子
が
「
官
職
」
や
「
衣
服
」「
礼
楽
」
な
ど
を
定
め
る
ま
で
「
道
」

が
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
主
張
に
反
発
し
た
宣
長
は
、
古
代
日
本
に
お
い
て
「
道
」
が
存
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
し
よ
う

と
す
る
訳
で
あ
る
。
そ
の
結
果
の
一
つ
が
、
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
の
内
に
「
職
」
の
存
在
を
見
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
宣

長
は
古
代
日
本
に
中
国
と
は
異
な
っ
た
秩
序
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す）
（（
（

。
宣
長
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
を
巡
る
思
索
は
同
時
代
の
言
説
と
切
り
結
ぶ

も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
と
「
職
」
と
の
関
係
は
宣
長
の
思
い
描
く
日
本
古
代
の
社
会
秩
序
の
在
り
方
と
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と

も
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い）
（1
（

。
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
有
名
な
「
政
」
の
注
釈
で
あ
る
。

○
政
マ
ツ
リ
ゴ
トは

、
凡
て
君
の
國
を
治ヲ
サ
メ坐

す
萬ノ

事
の
中
に
、
神カ

祇ミ

を
祭リ

賜
ふ
が
、
最
ナ
カ
ニ

重オ
モ
キ

事コ
ト

な
る
故
に
、【
他ヒ
ト
ノ國

に
も
此
意
あ
り
、
皇ミ

國ク
ニ

は
更サ
ラ

な
り
、】
其ノ

餘ホ
カ

の
事コ
ト

等ド
モ

を
も
括カ
ネ

て
祭
マ
ツ
リ

事ゴ
ト

と
云
と
は
、
誰
も
思
ふ
こ
と
に
て
、
誠
に
然
る
こ
と
な
れ
ど
も
、
猶
熟ヨ
ク

思フ

に
、
言
の
本
は
其ノ

由
に
は
非ア
ラ

で
、
奉マ
ツ
リ
ゴ
ト

仕
事
な
る
べ
し
、
そ
は
天ノ

下
の
臣オ
ミ

連ム
ラ
ジ

八ヤ

十ソ

伴ト
モ

緒ノ
ヲ

の
、
天
皇
の
大
命
を
奉
ウ
ケ
タ
マは

り
て
、
各
オ
ノ
オ
ノ

其ノ

職ワ
ザ

を
奉ツ
カ
ヘ
マ
ツ仕る

、
是レ

天ノ

下
の
政
マ
ツ
リ
ゴ
トな

れ
ば
な
り
、〔
中
略
〕【
然
れ
ば
言
の
本
の
意
を
以
て
見
れ
ば
、
麻マ

都ツ

理リ

碁ゴ

登ト

に
政ノ

字
は
當ア
タ

ら
ず
、
此ノ

字
に
な
づ
む
べ
き

に
非
ず
、
さ
れ
ど
臣
下
の
奉
仕
る
萬ノ

事
は
、
即チ

君
の
國
を
治
め
賜
ふ
御ミ

事ワ
ザ

な
れ
ば
、
末
は
一ツ

に
お
つ
め
り
、

.

［『
記
伝
』
十
・
三
二
一
、
三
二
二
］

　

宣
長
は
、
こ
こ
で
「
祭
」
が
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、「
祭
」
＝
「
政
」
と
い
う
考
え
を
否
定
す

る
。
そ
し
て
、「
政
」
と
は
「
奉
仕
事
」
で
あ
っ
て
、
人
々
が
天
皇
の
命
を
受
け
て
「
奉
仕
」
る
こ
と
が
、「
政
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ

故
、
最
終
的
に
は
一
致
す
る
と
し
て
も
本
質
的
に
は
「
マ
ツ
リ
ゴ
ト
」
と
「
政
」
は
異
な
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
お
い
て
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日
本
独
自
の
「
マ
ツ
リ
ゴ
ト
」
の
在
り
方
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
人
々
が
「
奉
仕
」
る
「
職
」
と
い
う
こ
と
が
重
視
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
が
「
職
」
と
繋
が
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
古
代
か
ら
「
職
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
通
し

て
、
宣
長
が
日
本
古
代
の
社
会
秩
序
を
描
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
宣
長
が
こ
う
し
た
在
り
方
を
単
に
古
え
の
も
の
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
今
に
も
続
く
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と

も
合
わ
せ
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

神
代
も
い
ま
も
へ
だ
て
な
く
、

た
ゞ
天ア
マ

津ツ

日ヒ

繼ツ
ギ

の
然シ
カ

ま
し
ま
す
の
み
な
ら
ず
、
臣オ
ミ

連ム
ラ
ジ

八ヤ

十ソ

伴ト
モ

緒ノ
ヲ

に
い
た
る
ま
で
、
氏ウ
ヂ

か
ば
ね
を
重オ
モ

み
し
て
、
子ウ
ミ

孫ノ
コ

の
八ヤ

十ソ

續ツ
ヅ
キ、

そ
の
家イ
ヘ

々イ
ヘ

の
職ワ

業ザ

を
う
け
つ
が
ひ
つ
ゝ
、
祖オ
ヤ

神ガ
ミ

た
ち
に
異コ
ト

な
ら
ず
、
只タ
ダ

一ヒ
ト

世ヨ

の
如
く
に
し
て
、
神
代
の
ま
ゝ
に
奉ツ
カ
ヘ
マ
ツ仕れ
り
、

.

［『
直
毘
霊
』
九
・
四
九
、
五
〇
］

　

宣
長
は
こ
こ
に
お
い
て
、
天
皇
だ
け
で
は
な
く
「
臣
連
八
十
伴
緒
」
ま
で
も
が
「
神
代
の
ま
ゝ
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は

後
に
見
る
い
く
つ
か
の
箇
所
に
お
い
て
宣
長
や
貞
雄
が
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
に
つ
い
て
考
察
し
な
が
ら
、
し
ば
し
ば
近
世
に
話
を
及
ぼ
す
こ
と
と

関
係
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
に
お
い
て
、
多
少
簡
略
に
で
は
あ
る
が
、
宣
長
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
に
関
す
る
記
述
を
見
て
き
た
。
宣
長
は
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
を
「
職
」
と

の
関
係
で
捉
え
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
春
台
な
ど
に
反
論
し
な
が
ら
日
本
古
代
に
独
自
の
秩
序
が
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
貞
雄
の
研
究
は
こ
う
し
た
宣
長
の
思
想
の
上
に
立
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
為
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
『
姓
序

考
』
の
考
察
へ
と
進
み
た
い
。
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三　

ウ
ヂ
カ
バ
ネ
の
序
列

　
『
姓
序
考
』
は
、
そ
の
題
名
の
通
り
「
姓
（
カ
バ
ネ
）」
の
「
序
（
ツ
イ
デ
）」
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
著
作
で
あ
る
。
北
村
久

備
と
貞
雄
自
身
に
よ
る
序
文
が
あ
り
、
本
文
で
は
全
体
の
趣
旨
が
述
べ
ら
れ
た
後
に
「
真
人
」「
朝
臣
」
以
下
十
四
種
の
カ
バ
ネ
に
対
す

る
考
証
と
そ
の
他
関
連
事
項
に
対
す
る
考
察
が
為
さ
れ
て
い
る
。
カ
バ
ネ
を
専
門
的
に
扱
っ
た
著
作
で
あ
る
だ
け
あ
っ
て
、
個
々
の
カ
バ

ネ
に
対
す
る
考
察
は
、
宣
長
が
『
古
事
記
伝
』
な
ど
で
示
し
て
い
る
も
の
よ
り
詳
細
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
一
つ
一
つ
比

較
し
て
い
く
こ
と
は
避
け
た
い
。
以
下
で
は
、
特
に
貞
雄
が
宣
長
の
説
を
発
展
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
点
に
限
っ
て
取
り
上
げ
る
。

　

ま
ず
、『
姓
序
考
』
の
冒
頭
の
部
分
を
見
て
い
く
。
そ
こ
に
お
い
て
既
に
貞
雄
が
宣
長
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
及
び
そ

れ
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
二
つ
に
分
け
て
引
用
す
る
。

太
古
は
質
純
な
り
し
か
ば
、
心
純
に
し
て
、
貴
は
い
よ
〳
〵
尊
く
、
賤
は
ま
す
〳
〵
卑
し
。
故
尊
卑
の
け
ち
め
正
し
か
り
し
か
ど
、

や
ゞ
く
た
り
ゆ
き
て
は
、
卑
も
な
り
の
ぼ
り
、
尊
も
其
處
を
さ
り
ぬ
る
こ
と
の
あ
る
な
べ
に
、
其
階
級
を
別
定
む
べ
く
官
班
の
制
、

位
次
の
事
お
こ
れ
り
。
官
班
の
制
な
か
り
し
御
代
に
も
、
尊
卑
の
階
級
を
分
列
ら
れ
ぬ
る
こ
と
は
あ
り
し
か
ど
、
官
位
の
制
と
は

や
ゝ
た
が
へ
り
。

.

［『
姓
序
考
』
五
二
五
］

　

こ
こ
で
は
「
太
古
」
は
尊
卑
が
厳
格
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
乱
れ
て
来
た
の
で
「
官
位
」
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、.

「
官
位
」
が
出
来
る
以
前
に
も
尊
卑
は
分
け
ら
れ
て
い
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
尊
卑
を
分
け
る
も
の
こ
そ
が
カ
バ
ネ
で
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あ
る
。
貞
雄
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

官
位
は
其
職
を
奉
、
其
序
を
別
る
も
の
に
し
て
、
彼
よ
り
此
に
轉
任
し
、
是
よ
り
彼
に
補
任
ぬ
れ
ば
、
其
奉
守
れ
る
職
事
に
貴
賤
の

階
級
あ
り
て
、
彼
身
に
尊
卑
の
け
ぢ
め
あ
る
に
あ
ら
ず
。
太
古
の
姓
の
制
は
然
な
ら
ず
、
其
姓
を
賜
へ
れ
ば
栄
を
子
孫
の
八
十
つ
ゞ

き
に
傳
へ
、
天
罪
か
う
む
れ
ば
、
其
姓
を
貶
れ
衰
を
類
族
ま
て
致
せ
り
、
是
以
て
職
位
と
は
た
か
へ
る
こ
と
を
知
へ
し
。
如
此
れ

は
、
太
古
は
姓
に
尊
卑
の
け
ぢ
め
あ
り
て
、
職
に
貴
賤
の
わ
き
た
め
あ
る
こ
と
な
か
り
し
也
。
太
古
は
職
を
し
も
世
々
に
仕
奉
て
、

是
彼
に
轉
任
こ
と
は
さ
ら
に
な
く
、
今
世
の
制
に
い
と
よ
く
か
よ
い
た
り
、
故
太
古
は
其
職
を
以
て
氏
と
せ
し
も
の
そ
多
か
り
け
る
。

.

［『
姓
序
考
』
五
二
五
］

　
「
官
位
」
は
一
人
の
人
間
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
転
任
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
に
対
し
て
、「
姓
」
は
子
孫
に
受
け
継
い
で
い
く
も

の
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
日
本
古
代
で
は
代
々
「
職
」
を
受
け
継
い
で
い
た
為
に
、「
職
」
と
ウ
ヂ
と
が
繋
が
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
も
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
貞
雄
の
言
説
が
宣
長
の
議
論
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
こ
の
『
姓
序
考
』
冒
頭
の
文
章
は
単
に
宣
長
の
議
論
を
引
き
延
ば
し
た
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
最
初
の
「
太
古
」
は
「
尊

卑
の
け
ち
め
」
が
正
し
か
っ
た
と
い
う
断
言
が
既
に
宣
長
か
ら
歩
を
進
め
た
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
貞
雄
が
こ
の
著
作
に

お
い
て
カ
バ
ネ
の
序
列
を
明
ら
か
に
し
得
た
と
い
う
自
信
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

こ
と
は
貞
雄
が
こ
の
文
章
を
書
く
際
に
意
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
宣
長
の
『
玉
勝
間
』
の
一
節
と
比
べ
る
と
よ
り
明
確
に
な
る
。
当
該

箇
所
は
第
三
二
一
条
の
「
國
造
」
で
あ
る
。
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い
に
し
へ
に
國
ク
ニ
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ
造
と
い
ひ
し
は
、
今
の
世
の
ご
と
、
大
き
に
こ
そ
あ
ら
ざ
り
け
め
、
大
か
た
何
事
も
、
大
名
の
如
く
な
る
物
に
て
、

國
々
に
多
く
有
し
也
、
そ
れ
が
中
に
、
國
ク
ニ
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ
造
、
ま
た
君キ
ミ

、
ま
た
別ワ
ケ

、
又
直ア
タ
ヘ、
又
稲イ
ナ

置キ

、
ま
た
縣
ア
ガ
タ

主ヌ
シ

な
ど
い
ふ
、
色ク
サ

々グ
サ

の
有
て
、
尊タ
カ

き
卑キ
キ

き
け
ぢ
め
も
有
つ
る
を
、
そ
の
け
ぢ
め
は
、
さ
だ
か
に
記
せ
る
物
な
け
れ
ば
、
い
づ
れ
尊タ
カ

く
、
何
れ
卑ヒ
キ

か
り
け
む
、
今
こ
と

〴
〵
く
は
、
わ
き
ま
へ
が
た
け
れ
ど
、
大
か
た
は
皆
、
國
造
と
同
じ
さ
ま
な
る
物
に
て
、
此ノ

色ク
サ

々グ
サ

を
一
つ
に
す
べ
て
も
國ノ

造
と
い
へ

り
き
、
書
紀
な
ど
に
、
伴
ト
モ
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ造
國ク
ニ
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ
造
な
ど
あ
る
は
、
か
の
色ク
サ

々グ
サ

を
す
べ
て
、
一
つ
に
國ノ

造
と
い
へ
る
也
、

.

［
宣
長
『
玉
勝
間
』
一
・
一
九
〇
］

　

宣
長
は
こ
こ
で
「
國
造
」
は
「
君
」「
別
」「
直
」「
稲
置
」「
縣
主
」
な
ど
を
も
総
称
し
て
い
う
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る）
（1
（

。
そ
し
て
、
そ

れ
ら
の
間
に
は
「
尊
き
卑
き
け
ぢ
め
」
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
明
確
な
記
録
が
な
い
の
で
わ
か
ら
な
い
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、

貞
雄
は
『
姓
序
考
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
明
確
な
序
列
を
示
し
て
い
る
。

一
曰
眞
人
、
二
曰
朝
臣
、
三
曰
宿
禰
、
四
曰
忌
寸
、
五
曰
臣
、
六
曰
連
、
七
左
曰
公
、
七
右
曰
首
、
八
左
曰
國
造
、
八
右
曰
伴
造
、

九
左
曰
縣
主
、
九
右
曰
直
、
十
左
曰
村
主
、
十
右
曰
史

.

［『
姓
氏
考
』
五
二
九
］

　

そ
し
て
、
こ
う
し
た
序
列
を
定
め
る
考
証
を
通
し
て
、
貞
雄
に
よ
っ
て
日
本
古
代
の
秩
序
の
在
り
方
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
こ
と
に

な
る）
（1
（

。
カ
バ
ネ
の
序
列
の
七
以
降
が
左
右
に
分
か
れ
て
い
る
理
由
も
、
こ
の
記
述
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
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太
古
の
治ミ

道チ

【
治
道
の
こ
と
は
こ
と
ふ
み
に
い
ふ
べ
け
れ
ど
、
こ
ゝ
に
其
か
た
は
し
を
い
は
ざ
れ
ば
、
こ
と
の
聞
が
た
け
れ
ば
な

り
。】
は
各
國
に
公
を
置
、
其
次
々
に
は
國
造
、【
公
に
て
國
造
を
兼
し
も
あ
り
、
筑
紫
君
石
井
は
公
な
が
ら
國
造
を
兼
し
な
べ
に
、

古
事
記
及
び
國
造
本
紀
に
は
筑
紫
國
造
と
い
へ
る
に
て
知
る
べ
し
。】
縣
主
、
村
主
な
ど
あ
り
て
こ
と
を
と
り
お
こ
な
ひ
し
也
。
朝

廷
の
臣
連
の
人
々
は
、
公
又
は
國
造
よ
り
奏
上
せ
る
こ
と
に
よ
り
て
、
可
否
を
定
め
ら
れ
し
こ
と
也
け
る
。
各
官
の
か
た
は
、
首
、

伴
造
、
直
、
史
な
ど
あ
り
て
、
み
な
其
職
を
仕
奉
れ
る
を
、
臣
連
の
人
々
可
否
を
思
ひ
別
た
れ
し
な
り
。
太
古
臣
連
二
造
も
て
ま
つ

り
ご
ち
た
り
し
と
き
は
、
臣
に
は
國
造
の
そ
ひ
、
連
に
は
伴
造
の
そ
へ
り
し
に
こ
そ
あ
り
け
め
。

.

［『
姓
序
考
』
五
三
六
～
五
三
七
］

　

宣
長
は
、
日
本
古
代
の
「
マ
ツ
リ
ゴ
ト
」
を
「
臣
連
八
十
伴
緒
」
が
「
仕
奉
」
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
貞
雄
の
い
う
「
太
古
の
治

道
」
も
基
本
的
に
は
そ
の
方
向
に
従
う
も
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
カ
バ
ネ
に
対
す
る
考
察
を
経
た
こ
と
に
よ
っ
て
具
体
的
な
在

り
方
が
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。「
臣
」
が
各
地
に
置
か
れ
た
「
国
造
」
が
付
き
従
い
、「
連
」
に
は
様
々
な
職
業
を
掌
る
「
伴
造
）
（1
（

」

が
付
き
従
う
。
そ
し
て
、「
国
造
」「
伴
造
」
か
ら
奏
上
さ
れ
た
事
柄
を
「
臣
」「
連
」
が
判
断
す
る
と
い
う
政
治
の
在
り
方
を
「
太
古
の
治

道
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
宣
長
の
示
し
た
日
本
古
代
の
秩
序
の
在
り
方
を
、
カ
バ
ネ
に
対
す
る
よ
り
詳
細
な
考
察
に
基
づ
い
て
よ
り
具
体
的
に
描

い
た
と
こ
ろ
に
『
姓
序
考
』
の
成
果
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
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四　

氏
上
に
つ
い
て

　
『
姓
序
考
』
に
お
い
て
、
宣
長
の
議
論
を
独
自
に
発
展
さ
せ
た
も
の
と
し
て
「
氏
上
」
に
関
す
る
記
述
も
注
目
さ
れ
る
。
貞
雄
は
『
姓

序
考
』
の
主
題
は
あ
く
ま
で
カ
バ
ネ
で
あ
る
為
に
、「
氏
上
は
姓
に
か
ゝ
は
れ
る
こ
と
な
ら
ね
ど
、
是
を
い
は
ざ
れ
ば
こ
と
の
き
こ
え
が

た
き
こ
と
ゞ
も
あ
れ
ば
、
さ
し
置
が
た
く
し
て
其
由
を
云
り
。［『
姓
序
考
』
五
五
六
］」
と
言
い
な
が
ら
も
「
氏
上
」
に
つ
い
て
か
な
り

の
分
量
を
費
や
し
て
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
次
の
よ
う
な
説
明
が
為
さ
れ
る
。

氏
上
は
宇
遅
乃
賀
美
と
訓
べ
し
。
氏
と
は
源
、
平
、
藤
原
、
秦
、
な
ど
の
た
ぐ
ひ
の
も
の
を
云
り
。
其
氏
に
大
氏
小
氏
の
け
ぢ
め
あ

り
。
そ
を
云
ば
、
阿
倍
氏
【
孝
元
天
皇
皇
子
大
彦
之
命
之
後
。】
は
大
氏
な
り
。
是
よ
り
別
れ
た
る
阿
倍
志シ

斐ヒ

、
阿
倍
間ハ
シ

人ヒ
ト

、
阿
倍

長ナ
ガ

田タ

、
阿
倍
陸ミ
チ
ノ
オ
ク

奥
、
阿
倍
安ア

積サ
カ

、
阿
倍
信
夫
、
阿
倍
柴
田
、
安
倍
会
津
、
阿
倍
猨サ
ル

島
、
阿
倍
久ク

努ヌ

、
阿
倍
小ヲ

殿ド
ノ

、
和
ヤ
マ
ト
ノ阿

倍
は
み
な
小

氏
な
り
。〔
中
略
〕
小
氏
は
大
氏
に
し
た
が
へ
る
も
の
也
、
さ
れ
ど
小
氏
に
も
氏
上
は
あ
る
な
り
、
大
氏
衰
へ
ぬ
れ
ば
小
氏
の
さ
る

べ
き
人
を
以
て
大
氏
を
繼
ぐ
こ
と
な
り
。〔
中
略
〕
俗
言
に
云
は
大
氏
は
本
家
、
小
氏
は
分
家
な
り
。

.

［『
姓
序
考
』
五
五
六
～
五
五
七
］

　

貞
雄
は
ウ
ヂ
の
中
に
「
大
氏
」「
小
氏
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
氏
上
」
が
い
る
と
す
る
。
阿
倍
と
い
う
「
大
氏
」

に
は
、
阿
倍
志
斐
や
安
倍
間
人
な
ど
の
「
小
氏
」
が
あ
り
、「
本
家
」
と
「
分
家
」
の
よ
う
な
関
係
で
あ
り
、「
大
氏
」
が
衰
え
た
時
に
は

「
小
氏
」
の
人
が
後
を
継
ぐ
と
言
う
。
こ
の
よ
う
な
ウ
ヂ
の
在
り
方
に
対
す
る
よ
り
細
か
な
規
定
は
、
カ
バ
ネ
の
際
と
同
様
に
よ
り
具
体

的
に
古
代
の
制
度
の
在
り
方
を
描
く
と
い
う
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る
。
先
の
引
用
箇
所
に
続
い
て
、
貞
雄
は
「
氏
上
」
が
各
「
部
曲
」
の
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人
々
を
掌
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
後
、
当
時
の
政
治
の
在
り
方
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

少ス
コ
シ故

の
事
は
小
氏
の
氏
上
、
大
氏
の
氏
上
と
は
か
り
て
こ
と
を
た
ゞ
し
を
さ
め
、
大オ
ホ
キ
ナ
ル故の

こ
と
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
朝
廷
に
ま
を
す
こ

と
な
し
。
さ
る
か
ら
上
古
は
朝
廷
は
閑
寂
な
り
し
、
各
國
も
諸
人
の
人
々
頒ワ
ケ

領コ
モ

り
、
天
皇
の
御
料
地
の
御
田
を
も
作
り
、【
今
諸
國

に
御
田
三
田
な
ど
云
號
あ
る
は
み
な
御
料
地
な
り
。】
男
は
弓ユ

弭ハ
ヅ

、
女
は
手タ
ナ

末ス
エ

の
貢
を
進
れ
り
。

.

［『
姓
序
考
』
五
五
七
］

　

こ
こ
で
は
上
代
に
は
、
小
さ
な
こ
と
は
「
小
氏
」「
大
氏
」
の
「
氏
上
」
が
判
断
し
て
お
り
、
朝
廷
に
奏
上
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
た

め
に
、
朝
廷
は
閑
寂
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
貞
雄
は
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

如
此
氏
上
の
定
れ
る
か
ら
、
各
氏
の
す
ぢ
み
だ
る
ゝ
こ
と
な
く
、
氏
上
の
こ
と
〴
〵
く
小
氏
大
氏
に
附ツ

貫カ

せ
れ
ば
、
大
氏
の
氏
上
に

詔
あ
れ
ば
、
氏
人
ど
も
み
な
う
け
給
は
り
傳
へ
て
、
其
事
を
な
す
な
べ
に
、
こ
と
ゝ
ほ
り
や
く
す
み
だ
る
ゝ
こ
と
な
し
。
故
太
古
は

な
す
こ
と
少
く
て
、
よ
く
こ
と
の
と
ゝ
の
ひ
し
也
。

.

［『
姓
序
考
』
五
五
九
］

　
「
大
氏
」
と
「
小
氏
」
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
氏
上
」
が
定
ま
っ
て
い
る
為
に
、「
大
氏
」
の
「
氏
上
」
に
詔
が
あ
れ
ば
そ
れ
に
従
う

人
々
に
容
易
に
伝
わ
り
乱
れ
る
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
故
朝
廷
が
盛
ん
に
活
動
せ
ず
と
も
よ
く
治
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
貞
雄
は
『
姓
序
考
』
に
お
い
て
カ
バ
ネ
が
極
め
て
整
然
と
し
た
体
系
を
持
っ
て
お
り
、「
国
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造
」「
伴
造
」
が
奏
上
し
た
こ
と
を
「
臣
」「
連
」
が
判
断
す
る
と
い
う
構
造
を
描
き
出
し
、
ま
た
ウ
ヂ
に
お
い
て
も
「
大
氏
」「
小
氏
」
に

そ
れ
ぞ
れ
「
氏
上
」
が
い
て
様
々
な
こ
と
を
判
断
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
た
。
こ
う
し
た
貞
雄
の
主
張
す
る
日
本
古
代
の
秩
序
の
在
り
方

は
、「
臣
連
八
十
伴
緒
」
が
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
「
職
」
を
以
て
「
仕
奉
」
る
と
い
う
「
マ
ツ
リ
ゴ
ト
」
の
在
り
方
と
同
じ
方
向
性
を
持
っ

て
い
る
。結

　

以
上
、
本
稿
に
お
い
て
は
宣
長
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
に
関
す
る
思
想
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
も
の
と
し
て
貞
雄
の
『
姓
序

考
』
を
位
置
付
け
、
そ
の
内
容
を
検
討
し
て
き
た
。『
姓
序
考
』
は
論
争
書
で
も
な
け
れ
ば
、
思
想
的
な
主
張
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
た

も
の
で
も
な
く
、
一
見
地
道
な
考
証
に
終
始
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
宣
長
と
の
関
係
を
考
慮
に
い
れ
る
時
、

そ
の
考
証
は
宣
長
が
示
し
た
「
マ
ツ
リ
ゴ
ト
」
の
在
り
方
を
よ
り
具
体
的
な
形
で
描
き
出
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ

う
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
人
々
が
ウ
ヂ
と
カ
バ
ネ
の
制
度
に
支
え
ら
れ
て
自
ら
の
「
職
」
を
行
う
こ
と
で
政
治
が
成
り
立
っ
て
お
り
、
積

極
的
に
治
め
ず
と
も
安
ら
か
に
治
ま
っ
て
い
た
。
貞
雄
が
『
姓
氏
考
』
に
お
い
て
膨
大
な
数
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
に
つ
い
て
考
証
を
加
え
た
の

も
、
そ
う
し
た
秩
序
を
さ
ら
に
具
体
的
に
確
認
し
て
い
く
営
為
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
宣
長
と
の
関
係
を
踏
ま
え
た
上
で
の
貞
雄
の
『
姓
序
考
』
の
思
想
の
検
討
は

す
で
に
一
応
の
結
論
に
至
っ
た
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
後
に
そ
れ
は
あ
く
ま
で
近
世
に
お
け
る
姓
氏
・
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
を
巡
る
思

想
史
及
び
『
姓
氏
録
』
の
受
容
史
の
ご
く
一
部
に
見
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。
貞
雄
の
議
論
が
宣
長

以
外
の
国
学
者
た
ち
の
言
説
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
を
取
り
上
げ
な
が
ら
検
討
す
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る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
発
展
的
な
も
の
と
し
て
、
宣
長
や
貞
雄
を
含
め
た
近
世
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
を
巡
る
議
論
が
栗
田
寛
な
ど
を

経
て
近
代
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
と
い
う
問
題
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
よ
り
体
系
的
に
本
稿
の
内
容
を
展
開
し

て
い
く
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

※
細
井
貞
雄
『
姓
序
考
』
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
物
集
高
見
編
『
新
註
皇
学
叢
書　

第
四
巻
』
広
文
庫
刊
行
会
、
一
九
二
八
年
所
収

の
翻
刻
版
を
用
い
、［『
姓
序
考
』
頁
数
］
の
形
で
当
該
箇
所
を
示
し
た
。

※
本
居
宣
長
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
筑
摩
書
房
版
の
全
集
を
用
い
、［
宣
長
『
著
作
名
』
巻
数
・
頁
数
］
の
形
で
当
該
箇
所
を
示
し

た
。
ま
た
『
古
事
記
伝
』
に
関
し
て
は
『
記
伝
』
と
略
記
す
る
。

※
引
用
文
中
の
割
注
は
【
】
で
示
し
た
。

註

（
１
）
貞
雄
の
伝
記
と
し
て
は
、
他
に
安
藤
菊
二
「
細
井
貞
雄
」（
伝
記
学
会
編
『
国
学
者
研
究
』
北
海
出
版
社
、
一
九
四
三
年
所
収
）

が
あ
る
。

（
２
）
貞
雄
に
は
『
空
物
語
玉
松
』
と
い
う
著
作
が
あ
り
、
そ
れ
を
巡
っ
て
は
河
野
多
麻
「
宇
津
保
物
語
錯
簡
と
細
井
貞
雄
の
業
績
」
上

下
（『
国
語
と
国
文
学
』
第
二
八
巻
第
八
・
九
号
、
一
九
五
一
年
所
収
）
な
ど
い
く
つ
か
の
研
究
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
姓
氏

考
』『
姓
序
考
』
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
も
の
は
存
在
し
な
い
。

（
３
）
江
戸
時
代
の
学
者
が
中
国
と
日
本
と
の
双
方
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
「
姓
」
や
「
氏
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
際
に
は
、
そ
れ
ら
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が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
が
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
い
。
そ
の
為
、
本
文
中
で
は
中
国
の
も
の
を
指
す
場
合
「
姓
氏
」
と
い
う
表

記
を
用
い
、
日
本
の
も
の
を
指
す
場
合
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
と
い
う
表
記
を
用
い
る
。

（
４
）
国
文
学
研
究
資
料
館
の
日
本
古
典
籍
綜
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
国
会
図
書
館
に
一
二
冊
三
六
巻
の
も
の
が
あ
り
、
東

洋
文
庫
に
七
冊
一
四
巻
の
も
の
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
国
会
図
書
館
本
も
八
冊
目
一
五
巻
以
降
は
各
姓
氏
の
項
目
に
『
姓

氏
録
』
か
ら
の
簡
単
な
抜
き
書
き
が
あ
る
だ
け
の
簡
素
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
安
藤
前
掲
論
文
は
国
会
図
書
館
の
七
冊
目

ま
で
を
自
筆
稿
本
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
５
）
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
。
本
書
で
は
『
姓
氏
録
』
研
究
の
立
場
か
ら
、

近
世
に
お
け
る
『
姓
氏
録
』
の
受
容
史
の
概
略
が
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
佐
伯
は
貞
雄
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
際
に
、
近
世
の

『
姓
氏
録
』
研
究
を
集
大
成
し
『
氏
族
考
』
や
『
新
撰
姓
氏
録
考
証
』
を
著
し
た
栗
田
寛
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
強
調
し

て
い
る
。
貞
雄
と
寛
と
の
関
係
も
興
味
深
い
主
題
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

（
６
）
姓
氏
・
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
を
巡
る
思
想
史
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
古
事
記
伝
』
と
『
姓
氏
録
』
―
本
居
宣
長
に
お
け
る
「
ウ
ヂ
カ
バ

ネ
」
の
成
立
」（『
日
本
思
想
史
学
』
第
五
十
一
号
、
二
〇
一
九
年
所
収
）・「
宇
野
明
霞
『
姓
氏
解
』
と
そ
の
周
辺
―
徂
徠
派
批
判
の

一
風
景
」（『
倫
理
学
』
第
三
四
号
、
二
〇
一
八
年
所
収
）・「『
称
呼
弁
正
』「
姓
尸
氏
族
第
四
」
の
問
題
空
間
」（『
求
真
』
第
二
二
号
、

二
〇
一
六
年
所
収
）
な
ど
で
部
分
的
に
論
じ
て
来
た
。

（
７
）
宣
長
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
を
巡
る
言
説
と
し
て
は
、
他
に
も
『
玉
勝
間
』
の
第
七
七
・
七
八
条
「
姓
氏
の
事
二
ヶ
条
」
な
ど
も
重
要
で

あ
る
が
、
貞
雄
の
議
論
と
は
多
少
方
向
性
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
為
、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
。

（
８
）
例
え
ば
、
中
村
友
一
『
日
本
古
代
の
氏
姓
制
』
八
木
書
店
、
二
〇
〇
九
年
は
、
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
に
関
す
る
先
行
研
究
の
最
初
期
の
も

の
と
し
て
、
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
の
こ
の
箇
所
に
言
及
し
、
部
分
的
に
は
修
正
す
べ
き
点
も
あ
る
が
、
概
ね
妥
当
な
も
の
で
あ
る
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と
評
価
し
て
い
る
。

（
９
）
小
笠
原
春
夫
『
国
儒
論
争
の
研
究
―
直
毘
霊
を
起
点
と
し
て
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
六
年
参
照
。

（
10
）
太
宰
春
台
『
辨
道
書
』（『
日
本
教
育
思
想
大
系　

徂
徠
学
派
』
所
収
）、
六
一
～
六
二
頁
参
照
。

（
11
）
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
宣
長
は
単
に
日
本
と
中
国
の
制
度
が
異
な
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、「
職
」
が
固
定
的
な
日
本
の

方
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
主
張
し
て
い
る
。
宣
長
『
く
ず
ば
な
』、
八
・
一
五
六
参
照
。

（
12
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
相
原
耕
作
「
本
居
宣
長
の
言
語
論
と
秩
序
像
（
一
）
～
（
三
完
）」『
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
』
三
九

巻
第
一
号
～
四
〇
巻
第
一
号
、
一
九
九
八
～
一
九
九
九
年
が
詳
し
い
。
特
に
（
二
）
に
お
い
て
は
、
宣
長
の
秩
序
像
を
分
析
し
ウ
ヂ

カ
バ
ネ
が
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
13
）
な
お
、
貞
雄
に
は
「
職
位
」
を
主
に
論
じ
た
も
の
と
し
て
、『
職
位
考
』
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
、
一
八
一
八
年
跋
が
あ
る
。

（
14
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
貞
雄
も
全
く
同
じ
見
解
を
示
し
て
お
り
、
さ
ら
に
「
伴
造
」
も
首
・
伴
造
・
直
・
史
を
総
称
す
る
も
の
で

あ
る
と
し
て
い
る
。『
姓
序
考
』
五
四
四
参
照
。

（
15
）
こ
の
点
に
関
連
し
て
、『
姓
序
考
』
の
個
々
の
カ
バ
ネ
に
対
す
る
考
証
の
中
で
、
比
較
的
長
い
分
量
を
費
や
し
て
宣
長
を
否
定
し

て
い
る
個
所
と
し
て
「
臣
」
が
あ
る
。
そ
こ
で
貞
雄
は
宣
長
の
「
臣
」
は
「
大
身
」
で
あ
る
と
い
う
説
を
否
定
し
、「
臣
」
は
「
使

主
」
で
あ
る
と
し
て
、「
臣
」
と
は
「
使
人
」
の
「
主
」
を
意
味
す
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
連
」
が
「
群
」
の
「
主
」
で

あ
る
の
と
対
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
貞
雄
の
記
述
は
語
源
の
追
及
に
終
始
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
へ
の
こ
だ
わ
り
も

よ
り
整
然
と
古
代
の
秩
序
を
描
こ
う
と
す
る
志
向
と
繋
が
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
16
）
貞
雄
は
、「
国
造
」
が
各
地
の
統
治
全
般
に
携
わ
る
の
に
対
し
て
、「
伴
造
」
は
専
門
的
な
職
に
携
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
、
地
名
に
基
づ
く
ウ
ヂ
と
職
名
に
基
づ
く
ウ
ヂ
の
差
異
に
言
及
し
つ
つ
説
明
し
て
い
る
。『
姓
序
考
』
五
四
四
参
照
。
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筆
者
は
中
国
の
中
山
大
学
へ
と
年
度
中
に
転
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
本
稿
は
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
ポ
ス
ド
ク
研
究
員

在
職
時
の
研
究
成
果
で
あ
る
。


