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第

4
節
朝
河
の
語
る

コ
h
e
D
o
c
u
m
e
n
t
s
 of Iriki』

建
制
の
発
展
の
重
要
な
要
素
と
し
て
扱
う
。
彼
ら
は
一
九
五

0
年
ご
ろ
、
在
家
と
は
付
属
す
る
田
畑
と
屋
敷
を
含
む
全
休
で
あ
る
と
す
る

見
解
を
表
明
し
、
屋
敷
の
所
有
者
は
田
畑
の
よ
う
な
不
動
産
と
と
も
に
売
り
買
い
さ
れ
た
半
奴
隷
で
あ
る
と
解
釈
し
、

さ
ら
に
封
建
制
の

確
立
は
在
家
が
独
立
し
た
農
民
に
発
展
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
主
張
し
た
。

永
原
慶
二
は
そ
の
後
、
井
ケ
田
良
治

「
南
九
州
に

お
け
る
南
北
朝
内
乱
の
性
格
」
お
よ
び
誉
田
慶
恩
「
東
北
地
方
の
在
家
に
関
す
る
一
考
察
」
の
分
析
を
受
け
て
前
説
を
修
正
し
た
。
す
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

わ
ち
在
家
と
は
律
令
制
か
ら
奴
隷
制
へ
の
発
展
の
移
行
形
態
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
辺
境
の
農
業
管
理
に
限
ら
れ
る
遅
れ
た
形
態
で
は
な

い
、
と
。
た
だ
し
、
永
原
は
在
家
が
国
司
の
支
配
か
ら
自
由
で
あ
り
、
特
別
な
領
主
に
よ
っ

て
統
治
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
は
言
及
し
な

（
路
）

ふ

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

要
す
る
に
、
石
母
田
、
永
原
ら
は
、
在
家
が
人
力
の
管
理
制
度
で
あ
る
と
い
う
根
本
を
忘
れ
、
人
と
土
地
を
統
一
支
配
す
る
も
の
が
封

、
、
、
、
、
、

建
制
だ
と
み
る
俗
流
の
見
解
に
呪
綽
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
在
家
と
名
田
の
区
別
が
で
き
な
か
っ
た
。

こ
れ
が
竹
内
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。

以
上
の
行
論
に
お
い
て
竹
内
は

「T
h
e
D
o
c
u
m
e
n
t
s
 of 
Iriki」
か
ら
具
体
的
な
引
用
は
ま
っ
た
く
行

っ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
未
読
な

の
で
あ
ろ
う
。
朝
河
自
身
は
「
在
家
」
を
「
農
民
の
屋
敷
」
と
説
明
し
（
「
入
来
文
書
J

第
13
号
文
書
注
25
)
、
こ
れ
に
対
応
す
る

「
武
士
の

か

ど

、

、、

、
、
、

、
、
、
、
、

、

屋
敷
」
が
「
門
」
で
あ
る
と
説
明
し
た

（同
上
、
第
104
号
文
書
注
21
)。
と
は
言
え
、
武
士
と
農
民
と
い
う
二
つ
の
階
級
自
身
が
完
全
に
区

ヽ別
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
れ
ゆ
え
規
模
と
重
要
性
は
異
な
る
と
し
て
も
、
両
者
が
峻
別
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
せ
よ
、

と
指
摘
し
て
い
る
。

入
来
文
書
の
発
見

朝
河
自
身
は

「入
来
文
書
」
「
序
説
」
の
末
尾
で
、
自
ら
の
貢
献
を
こ
う
説
明
し
て
い
る。
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編
者
（
朝
河
）
は

一
九
一
九
年
六
月
に
〔
鹿
児
島
県
薩
摩
郡
〕

入
来
〔
村
〕
を
訪
問
し
た
と
き
に
、

「薩
藩
旧
記
」
に
収
め
ら
れ
た
手

稿
一
〇
一
巻
に
含
ま
れ
る

「入
来
院
文
書
」
を
含
む
三
つ
の
国
の
文
書
を
す
で
に
研
究
し
て
き
た
。
そ
こ
で
編
者
が
発
見
し
た
の

は
、
家
族
が
所
有
す
る
二
五
0
の
原
文
書
が
素
晴
ら
し
い
状
態
で
、
す
な
わ
ち

一
六
巻
と

一
つ
の
紙
挟
み
に
注
意
深
く
収
め
ら
れ
た

文
書
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
文
書
の
う
ち
、
多
く
は
言
及
さ
れ
る
の
み
で
書
き
直
さ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
編
者
に
と

っ
て

新
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
家
族
は
ま
た

「清
色
亀
鑑
」
と
題
し
た
手
稿
―
二
巻
も
所
有
し
て
お
り
、

そ
の
な
か
に
は
編
者
が
見
た
か

ぎ
り
、
最
も
正
確
に
参
照
さ
れ
る
原
典
拠
が
書
か
れ
て
い
た
。
参
照
さ
れ
る
原
史
料
は
す
べ
て
原
史
料
が
失
わ
れ
た
も
の
を
除
い
て
、

全
四
0
五
ペ
ー
ジ
か
ら
成
り
、
す
べ
て
は
家
族
と
入
来
院
の
領
地
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
日
本
に
存
在
す
る
家
族
文
書
の
な
か
で
最
大
の
も
の
で
は
な
い
が
、
入
来
文
書
を
し
て
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
史
料
た
ら

し
め
て
い
る
い
く
つ
か
の
ま
れ
に
み
る
条
件
が
あ
る
。
そ
れ
は
史
料
の
多
様
性
、
文
書
か
ら
跡
づ
け
で
き
る
制
度
的
発
展
の
代
表
性
、

文
書
が
カ
バ
ー
す
る
時
間
的
長
さ
、
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
は
編
者
の
評
価
で
は
価
値
が
高
い
。
文
書
は
比
較
的
限
ら
れ
た
領
域

の
も
の
で
あ
る
。
編
者
の
経
験
に
よ
れ
ば
、
研
究
者
を
い
つ
も
見
知
ら
ぬ
場
所
に
連
れ
て
行
く
文
書
を
通
じ
て
制
度
の
発
展
を
分
析

す
る
の
は
む
ず
か
し
い
。
与
え
ら
れ
た
史
料
が
単
一
の
領
主
の
家
系
で
あ
り
、
小
さ
な
領
域
の
場
合
の
ほ
う
が
調
査
は
よ
り
容
易
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
は
入
来
文
書
が
理
想
的
に
満
た
し
て
く
れ
る
。
同
時
に
そ
れ
が
体
現
す
る
本
質
的
な
制
度
的
事
実
は
言
葉
の

真
の
意
味
で
、
日
本
の
封
建
制
度
史
全
体
を
支
配
し
た
も
の
と
し
て
典
型
的
か
つ
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
つ

い
に
編
者
は

日
本
の
封
建
的
成
長
の
真
実
を
世
界
に
も
た
ら
す
願
望
の
文
書
を
発
見
し
た
。
（
矢
吹
訳
「
入
来
文
書
」
、
四
二
！
四
三
頁
）

文
書
の
選
択
と
選
択
し
た
文
書
の
性
質
に
つ
い
て

朝
河
は
言
う
。

大
量
の
史
料
の
な
か
か
ら
、
ほ
か
で
は
得
ら
れ
な
い
史
料
と
し
て
、
編
者
は
一
一
五
三
の
文
書
を
選
び
、
英
訳
し
、
注
釈
を
付
し
、

98 



第2章 日本史の封建制は源頼朝に始まる

二
五
五
ま
で
の
通
し
番
号
〔
実
際
に
出
版
さ
れ
た
際
に
は

一
五
五
で
終
わ
る
。
た
と
え
ば
一
五
五
は
A
か
ら
G
ま
で
七
つ
の
文
書
か
ら
な
る
〕

を
付
し
た
。
内
容
の
表
を
一
瞥
す
れ
ば
、
時
間
、
著
者
、
形
式
、
性
質
が
広
範
囲
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。

一
部
は
性
質

か
ら
し
て
私
的
な
も
の
で
あ
り
、
他
は
公
的
な
も
の
で
あ
る
。
半
ば
私
的
、
半
ば
公
的
な
も
の
も
あ
る
。
私
的
な
も
の
の
な
か
に
は、

販
売
、
贈
与
、
降
伏
、
和
解
、
真
の
職
に
関
わ
る
も
の
、
私
信
、
遺
贈
、
証
言
の
行
為
が
見
ら
れ
る
。
半
公
的
・
半
私
的
な
文
書
に
は、

個
人
や
機
関
の
領
主
と
そ
の
代
理
人
に
対
す
る
陳
情
が
含
ま
れ
る
。
公
的
文
書
あ
る
い
は
公
法
に
か
か
わ
る
文
書
に
は
勅
令
、
朝
廷

の
部
局
の
命
令
、
皇
子
の
命
令
、
国
の
郡
司
の
も
の
、
将
軍
の
封
建
政
府
か
ら
出
さ
れ
た
命
令
、
任
命
、
判
決
、
確
認
が
含
ま
れ
る
。

私
的
で
あ
れ
公
的
で
あ
れ
、
よ
り
封
建
制
度
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
は
、
人
間
へ
の
委
託
、
領
主
と
家
臣
の
誓
約
、
家
臣
の
保
有
物

の
認
可
の
よ
う
な
家
臣
に
関
わ
る
文
書
、
将
軍
・
大
名
・
領
主
・
家
族
の
首
長
か
ら
出
さ
れ
た
領
地
あ
る
い
は
封
士
に
関
わ
る
書
信
、

徳
川
将
軍
下
の
大
名
組
織
の
記
録
、
贈
与
を
差
し
出
し
、
人
質
を
要
求
す
る
も
の
、
出
陣
の
呼
び
出
し
、
到
着
報
告
、
戦
時
の
論
功

の
報
告
、
称
賛
し
褒
美
を
約
束
し
た
手
紙
、
兵
士
動
員
割
当
て
の
記
録
な
ど
を
含
め
て
戦
時
に
お
け
る
文
書
で
あ
る。

こ
の
ほ
か
に
、

土
地
保
有
、
士
地
調
査
、
課
税
に
関
わ
る
大
量
の
文
書
が
あ
る
。

よ
り
公
的
な
文
書
は
封
建
時
代
に
用
い
ら
れ
た
特
有
の
中
国
語
で
書
か
れ
て
い
る
。
用
い
ら
れ
た
漢
字
は
ま

っ
た
く
の
中
国
流
表

意
文
字
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
選
択
し
結
び
つ
け
て
旬
を
つ
く
る
や
り
方
は

〔日本〕

独
特
で
あ
り
、
構
文
は
訛
っ
た
文
法
に
し
た
が

う
の
で
、
教
養
の
あ
る
中
国
人
に
と
っ
て
読
め
な
い
文
書
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
全
体
あ
る
い
は
大
部
分
が
か
な
と
呼
ば
れ
る
も
の
で

級
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
一
部
は
文
体
は
口
語
に
近
く
、
方
言
あ
る
い
は
誤
読
、

あ
る
い
は
筆
者
の
無
知
の
ゆ
え
に
誤
り

を
含
み
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
う
え
か
な
で
書
か
れ
た
初
期
の
文
書
は
判
読
が
む
ず
か
し
い
。

一
部
は
濁
点
半
濁
点
な
ど
が
付
さ
れ
て

い
な
い
た
め
だ
が
、
概
し
て
同
音
の
中
国
語
に
由
来
す
る
語
棠
の
た
め
で
あ
る
。
音
声
と
し
て
書
か
れ
る
と
き
に
は
違
い
が
消
え
て

し
ま
う
。
中
国
語
で
あ
れ
、
か
な
で
あ
れ
、
古
文
書
学
と
制
度
史
を
と
も
に
学
ん
だ
研
究
者
だ
け
が
完
全
に
解
読
で
き
る
。
ほ
と
ん

ど
非
識
字
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
漢
字
と
旬
を
含
む
文
は
、
正
書
法
に
お
け
る
気
ま
ぐ
れ
の
ご
と
く
だ
。
（
同
上
、
四
――-＼
四
四
頁
）

99 



英
語
へ
の
翻
訳
に
つ
い
て

朝
河
は
翻
訳
の
難
し
さ
に
つ
い
て
こ
う
説
明
し
て
い
る
。

編
者
は
二
つ
の
言
語
〔
英
語
と
日
本
語
〕
の
間
に
大
き
な
差
異
の
あ
る
場
合
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
筆
者
に
よ

っ
て
無
視
さ
れ
て
い
る

文
化
の
程
度
に
お
け
る
際
立
っ
た
差
異
と
と
も
に
、
原
文
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
保
持
し
よ
う
と
努
め
た
。
翻
訳
に
見
出
さ
れ
る
荒
っ
ぽ

い
箇
所
は
、
編
者
の
英
語
の
欠
点
と
い
う
よ
り
は
、
原
文
に
可
能
な
か
ぎ
り
近
づ
け
よ
う
と
し
た
結
果
で
あ
る
。
編
者
の
力
量
の
及

、
、
、
、
、
、

ぶ
か
ぎ
り
、
正
確
に
慎
重
に
制
度
的
意
味
の
核
心
を
と
ら
え
よ
う
と
努
力
を
払
っ
た
。
こ
の
本
質
に
お
け
る
成
功
の
程
度
は
、
東
西

、
、
、
、

の
比
較
制
度
史
に
対
す
る
翻
訳
者
自
身
の
知
識
に
主
と
し
て
依
存
し
て
い
る
。
編
者
が
み
ず
か
ら
の
欠
点
を
非
常
に
強
く
感
じ
て
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
こ
と
を
記
録
し
た
い
の
は
、
ま
さ
に
こ
こ
で
あ
る
〔
朝
河
は
謙
虚
に
こ
う
書
い
て
い
る
が
、
朝
河
の
該
博
な
知
識
が
こ
こ
で
十
分
に
活
か

さ
れ
て
い
る
と
逆
に
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
〕。（
同
上
、
四
四
頁
）

じ
ん
じ
ゃ

編
者
に
は
仏
教
の
寺
を

t
g
1
p
l
e
と
訳
し
、
神
道
の
社

あ
る
い
は
宮
を
S

百
ine
と
訳
す
、
通
常
の
翻
訳
は
、
賢
明
と
は
思
え
な
い
。

寺
は

c
h
u
r
c
h
あ
る
い
は
m
o
n
a
s
t
e
r
y
で
あ
る
。

t
e
m
p
l
e
よ
り
は
状
況
に
応
じ
て
c
h
u
r
c
h
あ
る
い
は

m
o
n
a
s
t
e
r
y
が
ふ
さ
わ
し
い
。

と
こ
ろ
で
神
道
の

shrine
は
t
e
m
p
l
e
に
似
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
編
者
は
「
寺
」
「
院
」
を
c
h
u
r
c
h
あ
る
い
は
m
o
n
a
s
t
e
r
y

と
訳
し
、
「
社
」
「
宮
」
を
t
g
1
p
l
e
と
あ
え
て
訳
し
た
。

徳
川
時
代
の
藩
を
ク
ラ
ン

(clan)

と
訳
す
の
は
容
認
し
が
た
い
。
藩
は
封
建
領
主、

あ
る
い
は
大
名
の
領
地
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え

本
質
的
に
領
地
の
性
質
を
も
つ
。
時
に
は
国
と
共
存
し
て
国
の
行
政
区
画
に
な

っ
て
い
る
。
人
的
な
側
面
に
つ
い
て
み
る
と
、
す
べ

て
の
封
建
社
会
に
お
い
て
泄
襲
と
固
定
し
た
身
分
を
意
味
し
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
封
建
社
会
の
社
会
組
織
の
基
礎
以
上
の
も
の
で

は
な
い
。
藩
は
実
質
に
お
い
て
は
す
で
に
社
会
発
展
の
純
封
建
時
代
を
超
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
武
士
階
級
は
家
臣
と
し
て
の
絆
で

領
王
に
従
属
し
て
い
る
。
そ
の
大
部
分
は
統
治
機
構
で
あ
り
、
経
済
組
織
で
あ
り
、
藩
の
人
々
は
も
は
や
ポ
ス
ト
封
建
で
あ
り
、
実

際
に
社
会
生
活
の
氏
族
の
段
階
か
ら
一

0
0
0年
も
経
て
い
る
の
だ
。
英
語
の
書
き
手
の
間
で

clan
の
使
用
が
共
通
し
て
い
る
が
、
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第2章 日本史の封建制は漉頼朝に始まる

日
本
で
も
外
国
で
も
、
誤
解
し
や
す
い
用
語
は
藩
と
同
格
の
語
を
選
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
原
語
〔
藩
〕
を
用
い
る
か
、
あ

る
い
は
封
土
〔
野
f

〕
あ
る
い
は
大
名
制
〔
b
a
r
o
n
y
〕
と
訳
し
た
。
（
同
上、

四
五
＼
四
六
頁
）

原
文
を
用
い
る
の
が
最
善
と
考
え
る
い
く
つ
か
の
技
術
的
用
語
が
あ
る
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
簡
潔
で
頻
繁
に
用
い
ら
れ
、
そ
の

意
味
を
学
ぶ
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
場
合
か
、

あ
る
い
は
独
特
の
制
度
的
性
格
が
正
確
な
英
語
に
し
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
な
に
よ

し

ょ

う

し

う

た

は

た

く

に

こ

お

り

い

ん

り
も
ま
ず
庄
と
載
が
あ
る
。
大
き
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
は
田
と
畑
が
あ
る
。
同
様
に
、
領
域
の
単
位
と
し
て
は
国
、
郡
、
院
、

む

ら

し

ゅ

i
`

）

じ

と

う

み

ょ

う
し
ゅ

郷
、
村
が
あ
り、

役
所
と
地
位
で
は
、
守
護
、
地
頭
、
名
主
な
ど
が
あ
る
。

説
明
は
適
当
な
箇
所
で
行
っ

た。

索
引
か
ら
跡
づ
け

ら
れ
る
。
（
同
上
、
四
六
頁
〉

「
要
約
」

の
重
を
冒
頭
に
置
い
た
こ
と
に
つ
い
て

朝
河
は

「
要
約
の
章
」
に
つ
い

て
こ
う
説
明
し
て
い
る
。

本
書
は
研
究
者
が
独
自
の
内
容
分
析
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
書
は
物
語
や
解

説
で
は
な
く
、
史
料
集
で
あ
る
。
序
説
と
注
釈
は
重
要
な
点
に
必
要
な
限
り
で
触
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
少
な
す
ぎ
て
も
多
す
ぎ
て
も

い
け
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
用
意
さ
れ
た
。
中
世
の
史
料
を
集
中
的
に
研
究
し
た
者
な
ら
誰
し
も
お
節
介
な
案
内
役
や
解
説
者
が
い

か
に
退
屈
か
を
知
っ
て
い
る
。
史
料
の
理
解
に
は
必
ず
や
訓
練
と
知
的
特
性
と
い
う
条
件
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
い
て

い
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
研
究
者
は
決
し
て
史
料
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
史
料
に
対
す
る
独
自
の
個
人
的
な
研

究
を
経
て
の
み
、
明
快
な
独
創
的
な
結
論
が
得
ら
れ
る
の
だ
。

そ
れ
ゆ
え
以
下
の
制
度
史
の
要
約
は
、
注
意
深
い
分
析
に
よ
っ
て
磨
か
れ
た
と
し
て
も
な
お
部
分
的
か
つ
、
試
験
的
な
も
の
と
み

な
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
史
料
か
ら
浮
け
な
い
、
あ
る
い
は
間
接
的
に
さ
え
触
れ
え
な
い
も
の
は
、
括
弧
の
な
か
に
含

め
る
べ
き
で
あ
る
。
同
時
に
、
編
者
（
朝
河
）
は
、
文
書
の
文
面
か
ら
は
明
白
で
な
い
が
、
背
景
の
制
度
の
な
か
に
隠
さ
れ
て
い
る
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第

5
節
朝
河
史
学
の
継
承
の
た
め
に

こ
れ
ら
の
引
用
か
ら、

朝
河
の
編
集
意
図
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

記
録
や
事
件
の
処
理
を
含
め
る
こ
と
を
踏
躇
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
詳
し
い
精
査
と
思
考
に
よ
る
発
見
と
分
析
に
の
み
依
拠
す
る
の

で
あ
る
。
次
の
論
点
要
約
（
の
章
）
に
お
け
る
結
論
は
、
目
に
見
え
な
い
制
度
に
対
す
る
参
照
は
、
そ
の
性
質
か
ら
し
て
、
概
し
て

試
験
的
な
も
の
で
あ
り
、
研
究
者
は
編
者
の
判
断
に
非
明
示
的
な
信
頼
を
寄
せ
て
は
な
ら
ず
、
自
ら
の
主
題
を
探
し、

自
ら
の
史
料

を
集
め
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
制
度
史
と
な
に
げ
な
い
比
較
を
行
う
こ
と
は
、
研
究
者
の
側
に
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
封

建
制
に
つ
い
て
多
か
れ
少
な
か
れ
進
ん
だ
知
識
を
も
つ
こ
と
を
当
然
視
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
史
料
に
対
す
る
文
献
上
の
参
照
が

短
縮
さ
れ
る
か
、
紙
幅
の
節
約
の
た
め
に
省
略
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
研
究
者
に
望
み
た
い
の
は
、
十
分
な
学
術
的
案
内
を
行
う
こ

と
と
十
分
な
史
料
を
も
っ
て
意
図
し
た
比
較
を
注
意
深
く
行
う
こ
と
で
あ
る
。

（
同
上
、
五
一

五
頁
）

マ
ル
ク
◆
ブ
ロ
ッ
ク
と
朝
河
の
交
流

(39) 

朝
河
は
完
成
し
た

「T
h
e
D
o
c
u
m
g
t
s
 o
f
 Iriki」
を
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
史
家
マ
ル
ク
・
ブ

ロ
ッ
ク
に
送

っ
て

い
る
。
一
九
二
九
年
五

(40) 

月
七
日
付
ブ
ロ
ッ
ク
宛
て
の
手
紙
は
、
そ
の
送
り
状
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
ブ
ロ
ッ
ク
は

一
九
二
九
年
―
二
月
五
日
付
で
返
信
し
、
朝
河
は

(41
)
 

一
九
三
0
年
一
月
八
日
付
で
書
簡
を
書
い
て
い
る
。

朝
河
は
一
九
三
0
年
―
一
月
二

0
日
付
で
も
ブ
ロ
ッ
ク
に
宛
て
て
い
る
が
、
こ
れ
は

「入
来
文
書
」
を
読
了
し
た
と
い
う
ブ

ロ
ッ
ク
の

手
紙
へ
の
礼
状
で
あ
る
。
「
何
よ
り
も
ま
ず
、

「入
来
文
書
」
を
あ
な
た
が
お
読
み
く
だ
さ

っ
た
こ
と
に
対
し
て
心
か
ら
感
謝
い
た
し
ま
す
。
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