
古

代

社

会

と

天

皇

制

—
最
近
の
学
説
動
向
に
対
す
る
批
判
ー
ー
_

石

尾

芳

久



古
代
日
本
の
大
王
の
権
力
的
物
質
的
基
礎
を
な
す
も
の
と
し
て
、
名
代
・
子
代
の
問
題
が
あ
る
。
名
代
・
子
代
は
、
従
来
よ
り
天
皇
の

直
轄
領
|
|
天
皇
御
領
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
何
故
初
期
の
名
代
に
大
后
の
名
を
つ
け
た
名
代
が
多
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
大
王
の
名
を
つ
け
る
と
い
っ
て
も
何
故
大
王
の
幼
名
を
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
天
皇
自
身
の
名
を
つ
け
た
も
の
は
、
む

古
代
社
会
と
天
皇
制

の
御
名
の
記
念
と
し
て
河
部
を
お
定
め
に
な
り
ま
し
た
。
』

み
に
な
る
の
を
畏
れ
て
本
国
に
逃
げ
下
り
ま
し
た
。
』
）

念
と
し
て
若
日
下
部
を
お
定
め
に
な
り
ま
し
た
。
』

『
こ
の
天
皇
（
仁
徳
天
皇
）

を
お
定
め
に
な
り
、

四
五

い

わ

ひ

め

の
御
世
に
皇
后
石
の
姫
の
命
の
御
名
の
記
念
と
し
て
葛
城
部
を
お
定
め
に
な
り
、

た
じ
ひ
ペ

皇
太
子
イ
ザ
ホ
ワ
ケ
の
命
の
御
名
の
記
念
と
し
て
壬
生
部
を
お
定
め
に
な
り
、
ま
た
ミ
ヅ
ハ
ワ
ケ
の
命
の
御
名
の
記
念
と
し
て
鰻
部

お

お

く

さ

か

ぺ

ま
た
オ
ホ
ク
サ
カ
の
王
の
御
名
の
記
念
と
し
て
大
日
下
部
を
お
定
め
に
な
り
、

ワ
カ
ク
サ
カ
ベ
の
王
の
御
名
の
記

（
『
皇
后
石
の
姫
の
命
は
非
常
に
嫉
妬
な
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
天
皇
の
お
使
い
に

あ

し

ず

き

び

あ

ま

ベ

な
っ
た
女
た
ち
は
宮
の
中
に
も
入
り
ま
せ
ん
。
事
が
起
る
と
足
擦
り
し
て
お
妬
み
な
さ
い
ま
し
た
。
し
か
る
に
天
皇
、
吉
備
の
海
部
の

直
の
女
、
黒
姫
と
い
う
者
が
美
し
い
と
お
聞
き
遊
ば
さ
れ
て
、
喚
し
上
げ
て
お
使
い
な
さ
い
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
皇
后
様
の
お
妬

『
こ
こ
に
天
皇
（
允
恭
天
皇
）
が
天
下
の
氏
々
の
人
々
の
、
氏
姓
の
誤
っ
て
い
る
の
を
お
歎
き
に
な
っ
て
、
大
和
の
ウ
マ
カ
シ
の
言

や

そ

ま

が

つ

ひ

さ

き

ベ

八
十
禍
津
日
の
崎
に
ク
カ
兌
を
据
え
て
、
天
下
の
臣
民
た
ち
の
氏
姓
を
お
定
め
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
キ
ナ
シ
ノ
カ
ル
の
太
子
の
御
名

お
さ
か
ペ

の
記
念
と
し
て
軽
部
を
お
定
め
に
な
り
、
皇
后
様
の
御
名
の
記
念
と
し
て
刑
部
を
お
定
め
に
な
り
、
皇
后
様
の
妹
の
ク
ヰ
ノ
ナ
カ
ッ
姫

古
事
記
（
武
田
祐
吉
訳
角
川
文
庫
本
）
よ
り

(
-
―
二
三
）



は
じ
め
る
も
の
で
あ
る
）

し
て
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

(
-
―
二
四
）

し
ろ
後
期
の
衰
退
期
の
名
代
で
あ
る
。
倭
の
五
王
と
い
わ
れ
る
時
期
の
大
王
た
ち
は
、
畿
内
大
族
ー
ー
＇
主
と
し
て
葛
城
氏
ヮ
ニ
氏
等

I

の
族
長
た
ち
の
娘
を
大
后
と
し
て
い
た
（
婚
姻
形
態
は
族
外
婚
で
あ
り
、
継
体
天
皇
以
降
の
族
内
婚
—
|
＇
次
第
に
近
親
婚
に
向
う
ー
の

し
た
が
っ
て
、
大
后
の
名
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
畿
内
大
族
の
氏
族
名
を
つ
け
る
こ
と
を
意
味

す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
が
存
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
近
の
学
説
は
、
厳
密
な
考
証
を
行
う
こ
と
な
く
右
の
事
実
を
軽
視

し
、
名
代
・
子
代
を
も
っ
て
天
皇
の
直
轄
領
と
み
な
す
旧
説
に
依
存
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
天
皇
の
直
轄
領
|
|
＇
皇
室
領
な
る
も
の
は
、

最
初
か
ら
確
固
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
戦
前
か
ら
の
旧
説
を
、
教
条
主
義
的
な
専
制
君
主
制
論
者
を
も
含
め
て
最
近
の
学
説
が
依
然
と

名
代
・
子
代
は
、
設
定
さ
れ
た
以
後
、
如
何
な
る
伝
領
方
式
を
も
っ
て
伝
え
ら
れ
た
か
、
如
何
に
管
理
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て

も
、
最
近
の
学
説
が
検
討
す
る
と
こ
ろ
は
少
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
名
代
。
子
代
か
ら
ミ
ヤ
ケ
（
こ
れ
こ
そ
天
皇
直
轄
領
の
性
格
を
示
し

へ
の
展
開
過
程
の
本
質
が
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
、
最
近
の
学
説
は
、

示
さ
な
い
。
名
代
・
子
代
と
ミ
ヤ
ケ
と
は
、
分
離
し
て
バ
ラ
バ
ラ
に
考
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

く
る
と
い
っ
た
問
題
！
変
容
過
程
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
問
題
関
心
が
存
し
な
い
。

ほ
と
ん
ど
関
心
を

名
代
・
子
代
の
設
定
と
地
方
豪
族
へ
の
賜
姓
カ
バ
ネ
の
授
与
（
そ
れ
は
名
誉
の
授
与
を
意
味
す
る
主
従
関
係
の
形
成
で
あ
る
）
を

伴
う
こ
と
が
多
く
、
む
し
ろ
両
者
の
間
に
は
必
然
的
な
関
連
が
存
す
る
と
考
察
す
べ
き
で
あ
る
が
、
最
近
の
学
説
は
、
こ
の
両
者
を
分
離

し
て
バ
ラ
バ
ラ
に
せ
ん
さ
く
す
る
に
す
ぎ
な
い
°
ミ
ヤ
ケ
の
設
定
に
伴
う
カ
バ
ネ
の
授
与
に
身
分
貶
下
を
意
味
す
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て

要
す
る
に
、
天
皇
制
の
成
立
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
著
し
く
矮
少
化
し
た
関
心
し
か
示
さ
な
い
と
い
う
の
が
、
最
近
の
学
説
動
向
の
大

体
の
傾
向
で
あ
る
。

婚
姻
形
態
と
鋭
い
対
照
を
示
す
）
。

関
法
第
二
六
巻
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四
•
五
・
六
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た
と
え
ば
、
原
島
礼
二
氏
の
「
御
名
代
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
の
理
論
的
結
論
を
示
す
と
い
う
叙
述
に
、

天
皇
と
つ
な
が
る
御
名
代
の
規
模
が
丹
比
部
（
反
正
）
・
白
髪
部
（
清
寧
）
を
除
く
と
小
さ

い
の
に
対
し
て
、
傍
系
の
皇
子
や
后
妃
の
皇
女
の
場
合
の
規
模
が
一
般
に
巨
大
だ
と
い
う
矛
盾
を
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
天
皇
に
つ
な
が
る

名
を
も
つ
穴
穂
部
が

5
か
国
に
し
か
分
布
し
て
い
な
い
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
雄
略
の
長
谷
部
9
、
丹
比
部
17
、
白
髪
部
17
、
石
上
部
7
、

飛
鳥
部
7
、
磐
余
部
3
、
小
長
谷
部
10
、
雀
部
13
、
三
枝
部
7
、
倉
橋
部
9
、
桧
前
部
2
、
勾
部
3
、
弟
国
部
2
、
若
桜
部
5
、
若
帯
部

2
、
若
倭
部
6
、
と
い
う
よ
う
に
、

ほ
と
ん
ど
一

0
か
国
以
下
に
し
か
分
布
し
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
皇
子
女
に
つ
な
が
る
も
の
は
表

1
の
と
お
り
額
田
部
以
下
2
4
.
2
9
.
1
8
.
2
3
.
2
0
.
3
4
.
1
2
.
1
4
.
8
.
1
4
.
1
0
.
6
.
3
8
と
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
御
名
代
一
種
類
の
平

均
分
布
国
数
は
前
者
の
七
・
三
に
対
し
て
（
一
七
分
の
―
二
四
）
、

大
規
模
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
は
通
説
に
よ
る
限
り
さ
け
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
従
来
御
名
代
の
規
模
を
問

こ
の
点
で
も
通
説
に
従
い
に
く
い
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。
」

右
叙
述
の
通
説
と
い
う
の
は
、
名
代
設
置
時
期
の
こ
と
で
あ
り
、
名
代
・
子
代
を
確
固
た
る
天
皇
御
領
の
始
元
を
示
す
も
の
と
す
る
旧

説
以
来
の
い
わ
ゆ
る
通
説
に
つ
い
て
は
、
原
島
氏
も
何
等
異
な
る
立
場
を
と
る
も
の
で
は
な
い
。
氏
は
、
傍
系
の
皇
子
や
后
妃
の
皇
女
の

名
代
の
規
模
が
巨
大
で
あ
る
が
故
に
矛
盾
だ
、

古
代
社
会
と
天
皇
制

と
す
る
。
矛
盾
だ
と
す
る
の
は
、
天
皇
御
領
た
る
名
代
の
規
模
が
第
一
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
と
い
う
仮
定
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
か
ら
矛
盾
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
仮
定
が
真
実
で
あ
る
と
論
証
す
る
何

等
の
考
証
も
行
わ
れ
て
い
な
い
。
継
体
天
皇
以
降
婚
姻
形
態
が
族
外
婚
か
ら
族
内
婚
へ
と
変
化
し
、

ば
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
変
化
の
事
実
は
、
名
代
・
子
代
伝
領
方
式
と
深
い
関
係
が
あ
る
。
こ
の
伝
領
方
式
は
、
容
易
に
は
改
ま
ら
な
い

の
べ
ら
れ
て
い
る
。
（
「
原
始
古
代
社
会
研
究
」

1
、
1
0七
頁
以
下
）

題
と
し
て
こ
な
か
っ
た
た
め
に
犯
し
た
誤
り
と
も
い
っ
て
よ
く
、

り
に
御
名
代
の
設
定
時
期
を
と
ら
え
る
と
、

し
か
も
族
内
婚
の
範
囲
が
次
第
に
せ

四
五
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(
-
―
二
五
）

後
者
が
一
九
(
-
三
分
の
二
五

0
)
と
な
っ
て
、

と

後
者
が
圧
倒
的
に

「
ち
な
み
に
通
説
の
と
お



薗
田
氏
の
名
代
の
解
釈
は
、

「
后
妃
の
た
め
の
資
養
の
部
」
で
あ
り
「
嫁
資
」
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

述
す
る
如
く
そ
の
実
証
的
根
拠
は
薄
弱
で
あ
る
ー
。

ち
じ
る
し
い
対
照
を
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
の
べ
ら
れ
、
大
后
の
名
を
つ
け
た
名
代
は
、

こ
と
さ
ら
に
無
視
さ
れ
て
い
る
ー
後

て
み
た
の
で
あ
る
が
、

の
で
、
伝
領
方
式
を
認
め
な
が
ら
天
皇
御
領
を
蓄
積
す
る
た
め
に
は
族
内
婚
の
形
態
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
趨
勢
と

継
体
天
皇
以
降
の
ミ
ヤ
ヶ
設
定
の
事
実
と
相
対
応
す
る
も
の
と
し
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
后
妃
の
名
代
が
巨
大
で
あ
る
こ
と
は
、

後
に
詳
論
す
る
如
く
決
し
て
矛
盾
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
原
島
氏
が
天
皇
御
領
は
最
初
か
ら
巨
大
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
仮
定
に
も

記
紀
の
記
録
を
全
面
的
に
無
視
し
、

「
御
名
代
は
お
そ
ら
く
欽
明
朝
に
は
じ
ま
り
」
（
同
書
‘
1
0
八
頁
）
と
な
し
た
こ
と
は
、

原
島
氏
論
文
の
有
力
な
論
拠
と
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
研
究
に
、
薗
田
香
融
氏
論
文
「
皇
祖
大
兄
御
名
入
部
に
つ
い
て
|
~
大
化
前
代

に
お
け
る
皇
室
私
有
民
の
存
在
形
態
ー
」
が
あ
る
。
薗
田
氏
は
、

る
。
第
二
に
、

で
あ
る
。
そ
し
て
第
一
―
一
に
は
こ
れ
に
関
連
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

名
代
・
子
代
の
分
布
と
く
ら
べ
て
こ
と
な
っ
た
特
色
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
平
野
邦
雄
氏
の
作
成
さ
れ
た
名
代
・
子
代
分
布
表

に
よ
る
と
、

ま
ず
「
后
妃
に
与
え
ら
れ
た
名
代
の
部
の
確
実
な
も
の
三
例
に
つ
い

こ
れ
ら
に
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
第
一
に
給
主
が
い
ず
れ
も
皇
族
出
身
の
后
妃
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

そ
の
設
置
の
時
期
が
允
恭
ー
雄
略
の
治
世
、
実
年
代
で
い
え
ば
五
世
紀
の
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
集
中
し
て
い
る
こ
と

日
下
部
と
刑
部
の
分
布
は
、
ほ
ぼ
全
国
的
に
遍
在
し
、

に
も
み
ら
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
他
の
名
代
・
子
代
、

恣
意
的
解
釈
と
い
う
ほ
か
な
い
。

と
づ
い
て
、 関

法
第
二
六
巻
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四
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六
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そ
れ
ら
の
分
布
状
態
、

と
く
に
日
下
部
と
刑
部
の
場
合
に
は
、
他
の

と
く
に
山
陰
道
に
濃
密
に
分
布
す
る
こ
と
、
及
び
西
海
道
（
九
州
）

と
く
に
六
世
紀
に
設
置
さ
れ
た
も
の
が
、
東
国
に
か
た
よ
っ
て
分
布
す
る
の
と
い

「
后
妃
の
た
め
の
資
養
の

部
」
の
実
質
的
意
味
が
畿
内
大
族
と
地
方
豪
族
と
の
主
従
関
係
の
形
成
で
あ
り
そ
れ
に
由
来
す
る
大
王
の
権
力
的
物
質
的
基
礎
の
形
成
に

四
五
四

（
一
―
二
六
）



古
代
社
会
と
天
皇
制

は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
再
び
皇
室
内
部
に
留
保
さ
れ
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

四
五
五

（
一
―
二
七
）

ー

い
わ
ゆ
る
『
嫁
資
』
を
負
担
す

私
の
説
を
批
判
さ
れ
、

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

宗
）
』
と
あ
る
妻
家
所
得
奴
婢
で
あ
り
、

は
返
還
（
妻
の
実
家
へ
の
）
を
約
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
名
代
・
子
代
と
妻
家
所
得
と
を
単
純
に
直
結
す
る
の
で
は

な
く
し
て
、
政
治
的
意
義
が
次
第
に
剥
奪
さ
れ
た
も
の
、

后
妃
の
名
を
つ
け
た
名
代
の
設
定
に
は
、
后
妃
の
実
家
た
る
畿
内
大
族
、
あ
る
い
は
立
后
を
支
持
す
る
畿
内
大
族
の
「
回
収
を
約
さ
れ
た

，
財
産
」
（
船
田
享
二
「
ロ
ー
マ
法
」
）
と
い
う
性
格
が
ひ
そ
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

部
で
あ
っ
た
ろ
う
。

『
妻
屋
』

『
還
於
本
宗
』
は
、

と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、

そ
の
特
質
の
片
鱗
を
伝
え
た
も
の
、

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

薗
田
氏
は
「
后
妃
の
た
め
の
資
養
部
の
中
で
も
、
葛
城
部
や
春
日
部
の
ご
と
き
は
、
た
し
か
に
石
尾
氏
の
い
わ
れ
る
外
戚
に
帰
属
す
る

し
か
し
そ
れ
ら
は
本
来
の
名
代
と
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
皇
妃
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
名
代
で
あ
る
刑

部
や
日
下
部
は
、
皇
族
出
身
の
后
妃
を
給
主
と
し
、
婦
属
す
べ
き
外
戚
．
母
族
を
も
た
な
い
で
の
あ
る
。
本
来
の
名
代
は
、
皇
室
の
外
に

外
戚
な
り
母
族
な
り
を
も
た
な
い
后
妃
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
」
と
し
て
、

母
族
を
も
た
な
い
皇
族
出
身
の
后
妃
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
皇
族
出
身
の
皇
妃
に
は
、

自
説
を
要
約
し
て

「
押
坂
部
な
ど
の
部
を
嫁
資
と
よ
ぶ
こ
と
は
厳
密
に
は
正
し
い
表
現
と
は
い
え
ず
、
こ
の
場
合
は
む
し
ろ
夫
で
あ
る
天
皇
が
妻
の
た
め
に
、

の
建
設
お
よ
び
維
持
の
た
め
の
費
用
を
負
担
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
后
妃
の
た
め
の
名
代
は
、
外
戚
や

る
母
族
が
存
し
な
か
っ
た
か
ら
、
皇
室
が
み
ず
か
ら
そ
れ
を
設
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
給
主
た
る
后
妃
の
死
去
の
後
の
名
代
の
帰
属

忍
坂
大
中
姫
の
名
代
と
し
て
設
け
ら
れ
た

そ
し
て
そ
こ
に
こ
そ
名
代
・
子
代
伝
領
方
式
の
特
質

『
還
於
本
宗
』
と
あ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、

一
応
嫁
資
と
し
て
把
握
し
て
差
支
が
な
い
が
、

『
還
於
本
宗
』
と
あ
る
よ
う
に
、

回
収
な
い
し

定
さ
れ
、

そ
の
私
法
的
残
存
と
み
な
す
べ
き
も
の
が
、

大
宝
令
戸
令
応
分
条
に
規
定
す
る
『
妻
家
所
得
奴
婢
不
＞
在
二
分
限
f

あ
る
と
い
う
こ
と
よ
り
し
て
、
重
大
な
政
治
的
意
義
を
内
含
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
古
代
律
令
国
家
の
確
立
を
通
じ
て
次
第
に
限

（
還
於
本



て
「
嫁
資
」
概
念
に
包
括
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

嫁
資
（
ド
ス
）
と
夫
か
ら
妻
に
与
え
る
贈
与
（
ド
ナ
チ
オ
）
と
は
、
論
理 （妻

を
負
担
す
る
母
族
が
存
し
な
か
っ
た
か
ら
、

「嫁

密
に
は
正
し
い
表
現
と
は
い
え
ず
、

し
か
し
、

忍
坂
大
中
姫
の
名
代
と
し
て
設
定
さ
れ
た
押
坂
部
（
刑
部
）
に
つ
い
て
は
、
後
に
論
ず
る
。

問
題
と
な
る
の
は
、
薗
田
氏
の
「
嫁
資
」
概
念
で
あ
る
。
氏
自
身
も
お
か
し
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
嫁
資
と
呼
ぶ
こ
と
厳

の
特
有
財
産
）

上
峻
別
す
べ
き
で
あ
る
。

夫
で
あ
る
天
皇
に
よ
る
妻
の
た
め
の
「
妻
屋
」
の
設
定
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

皇
室
が
み
ず
か
ら
そ
れ
を
設
定
し
た
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

「
『
嫁
資
』

妻
屋
の
設
定
も

資
」
概
念
に
包
括
さ
れ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
畿
内
大
族
の
名
代
の
外
戚
に
帰
属
す
る
部
ー
「
回
収
を
約
さ
れ
た
財
産
」

の
方
式
を
押
坂
部
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
か
ら
み
て
も
、
妻
屋
の
設
定
は
、
薗
田
氏
に
お
い

そ
う
す
る
と
、
薗
田
氏
に
お
い
て
は
、
夫
た
る
天
皇
が
妻
の
た
め
に
嫁
資
を
設
定
し
た
こ
と
に
な
る
。
夫
が
妻
に
嫁
資
を
設
定
す
る
と

い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
論
理
上
の
混
乱
で
あ
る
。
嫁
資
（
ド
ス
）
は
、
婚
女
の
家
長
、
あ
る
い
は
そ
の
親
族
が
設
定
す
る
。

ロ
ー
マ
に
お
い
て
は
「
嫁
資
の
設
定
は
、
妻
が
奴
隷
等
と
同
様
に
夫
の
支
配
に
服
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
意
味
を
有

す
る
も
の
」
（
船
田
享
二
「
ロ
ー
マ
法
入
門
ニ
ニ
ー
頁
」
）
で
あ
っ
た
。

（
ゲ
ル
マ
ン
法
に
お
い
て
、
夫
か
ら
妻
へ
の
贈
与
ヴ
ィ
ッ
ト
ゥ
ム

W
i
t
t
u
m
が
史
料
で

d
o
s
と
よ
ば
れ
て
い

る
が
、
「
こ
れ
は
古
典
ロ
ー
マ
法
の
用
語
法
に
で
は
な
く
、

お
そ
ら
く
ロ
ー
マ
卑
族
法
の

d
o
n
a
t
i
o
a
n
t
e
 n
u
p
t
i
a
s
 in d
o
t
e
m
 r
e
d
a
c
t
a
 

〔
ド
ー
ス
に
転
化
さ
れ
た
婚
姻
前
の
贈
与
〕
に
照
応
す
る
用
語
法
で
あ
る
」
ミ
ッ
タ
イ
ス
「
ド
イ
ッ
私
法
概
説
」
世
良
・
広
中
訳
。
し
か

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

『
押
坂
部
（
刑
部
）
』
が
皇
室
内
に
蓄
積
・
継
承
さ
れ
て
、

や
が
て
一
世
紀
後
の
押
坂
彦
人
皇
子
の
手
に
伝
領
さ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議

関
法
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し
、
こ
の

W
i
t
t
u
m
の
本
質
が
贈
与
と
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、

亡
に
よ
る
婚
姻
解
消
の
場
合
、
嫁
資
が
妻
の
実
家
に
復
帰
し
た
の
に
対
し
、

ittum
が
夫
に
復
帰
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
）

古
代
社
会
と
天
皇
制

薗
田
氏
見
解
に
認
め
ら
れ
る
嫁
資
に
関
す
る
論
理
上
の
混
乱
は
、
重
大
な
効
果
を
も
た
ら
す
。
押
坂
部
（
刑
部
）
に
つ
い
て
根
本
的
に

考
え
な
お
さ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る

そ
の
前
に
大
宝
令
戸
令
応
分
条
の
『
妻
家
所
得
奴
婢
不
な
竺
分
限
f

（
還
於
本
宗
）
』
と
い
う
規
定
に
つ
い
て
の
分
析
を
す
す
め
て
み
よ
う
。

古
代
の
夫
婦
財
産
制
に
つ
い
て
甚
本
的
解
明
を
な
さ
れ
た
の
は
、
中
田
薫
氏
の
「
養
老
戸
令
応
分
条
の
研
究
」
で
あ
る
。
中
田
氏
は
、

日
本
法
の
母
法
と
な
っ
た
唐
令
の
規
定
す
る
妻
の
財
産
に
つ
い
て
「
唐
応
分
条
に
は
妻
の
財
産
に
関
し
、
二
種
の
規
定
が
出
て
居
る
。
そ

の
一
は
『
妻
家
所
得
之
財
不
在
分
限
』
と
云
ふ
規
定
で
あ
る
。
此
『
妻
家
所
得
之
財
』
の
範
囲
は
明
確
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
養
老
令
に

所
謂
『
妻
家
所
齋
之
財
』
即
妻
が
婚
姻
の
際
そ
の
実
家
よ
り
持
参
し
た
財
産
が
、
そ
の
主
要
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
な
い
。
而
し
て

此
持
参
財
産
は
、
夫
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
其
遺
産
中
よ
り
之
を
分
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
の
が
、
此
規
定
の
意
味
で
あ
る
。

そ
の
二
は
『
妻
雖
没
、
所
有
資
財
及
奴
婢
、
妻
家
並
不
得
追
理
』
と
云
ふ
規
定
で
、
妻
が
夫
家
に
於
て
死
亡
し
た
場
合
に
於
て
は
、
そ
の

所
有
資
財
及
奴
婢
を
、

頁
以
下
）
。

次
に
、
中
田
氏
は
、

四
五
七

（
忍
坂
大
中
姫
が
外
戚
や
母
族
を
も
た
な
い
后
妃
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
）
。

実
家
の
方
で
追
求
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
と
云
ふ
意
味
で
あ
る
。
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
（
「
法
制
史
論
集
」
第
一
巻
｀
六
八

日
本
大
宝
令
の
規
定
に
つ
い
て
「
唐
応
分
条
に
於
け
る
『
妻
家
所
得
之
財
不
在
分
限
』
の
一
句
は
、
我
太
宝
令
に

於
て
は
『
妻
家
所
得
奴
婢
、
不
在
分
限
（
還
於
本
宗
）
』
と
修
正
さ
れ
た
。

り
持
参
し
た
奴
婢
丈
け
に
限
定
さ
れ
、
而
も
唐
令
と
正
反
対
に
、
妻
の
実
家
（
本
宗
）
に
返
還
す
べ
き
も
の
と
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
」

(
-
―
二
九
）

即
亡
夫
の
遺
産
か
ら
分
離
さ
る
べ
き
妻
の
財
産
は
、

実
家
よ

し
か
し
、

そ
れ
が
ド
ス
設
定
に
対
応
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
、

妻
の
死



もヽ と
の
べ
ら
れ
、
（
同
書
｀
六
九
頁
）
『
妻
家
所
得
奴
婢
』
に
つ
い
て
「
唐
令
と
正
反
対
に
妻
の
実
家
（
本
宗
）
に
返
還
す
べ
き
も
の
」

重
要
な
指
摘
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
中
田
氏
は
ふ
れ
て
お
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
唐
令
の
『
妻
雖
亡
没
、
所
有
資
財
及
奴
婢
、

妻
家
並
不
得
追
理
』

来
ぬ
」
）

と
い
う
規
定
が
日
本
令
に
お
い
て
削
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

て
検
討
す
る
な
ら
ば
、
唐
令
と
正
反
対
と
い
う
こ
と
の
正
反
対
の
意
味
|
|
_
中
田
氏
は
そ
れ
を
解
明
さ
れ
て
い
な
い
ー
を
把
握
す
る
こ

中
田
氏
は
、

日
唐
令
の
夫
婦
財
産
制
の
原
理
に
つ
い
て
、

い
、
彼
等
の
財
産
は
、

と
が
可
能
と
な
る
、

と
考
え
る
の
で
あ
る
。

妻
に
返
還
す
べ
き
法
律
上
の
運
命
を
有
す
る
こ
と
、

羅
馬
の

『
夫
婦
同
財
』
の
概
念
に
即
し
て
「
自
分
の
考
ふ
る

そ
の
所
有
資
財
及
奴
婢
を
、

（
―
-
三

0
)

こ
の
こ
と
を
考
慮
し
て
日
本
令
の
『
還
於
本
宗
』
を
改
め
｀

日
唐
令
間
に
右
述
せ
る
如
き
相
違
が
存
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
理
と
し

て
は
同
一
で
あ
る
と
し
て
、
令
集
解
の
諸
家
の
解
釈
に
認
め
ら
れ
る
『
夫
妻
同
財
』

0

0

0

 
0
 

所
に
拠
れ
ば
、
夫
婦
同
財
の
原
則
と
云
ふ
の
は
、
所
謂
共
有
制
の
こ
と
で
は
無
く
し
て
夫
婦
は
『
不
異
財
』
即
各
別
に
財
産
を
所
有
し
な

そ
の
何
れ
か
一
人
の
財
産
に
、
合
同
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
原
則
と
、
夫
婦
の
一
人
が
直
系
卑
属
を
遺
す
こ

と
な
く
し
て
、
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
其
遺
産
は
生
存
配
偶
者
に
帰
属
す
る
と
云
ふ
原
則
と
を
、
総
括
し
た
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。
即
自
分

• 

0

0

0

0

 

0

0

 

の
考
に
依
れ
ば
、
妻
の
持
参
物
は
婚
姻
に
因
て
夫
の
所
有
に
帰
し
、
そ
の
所
有
物
即
夫
物
と
な
る
の
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
の
著
述
で
は
あ

る
が
裁
判
至
要
抄
に
、
『
按
之
女
子
適
夫
家
後
所
譲
与
之
財
物
、
可
為
夫
之
進
止
、
夫
釦
麟
婦
即
恥
‘
恥
知
釦
知
之
故
也
』
と
あ
る
の
は
、

同
財
の
語
を
正
に
右
の
意
味
に
解
し
た
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
の
如
く
妻
の
持
参
物
は
婚
姻
に
因
て
夫
の
所
有
に
帰
す
る
け
れ
ど

此
物
は
夫
の
死
亡
又
は
離
婚
に
因
て
婚
姻
が
解
消
す
る
場
合
に
は
、

D
o
s
と
同
一
で
あ
る
。
こ
れ
即
此
財
産
が
夫
の
所
有
に
帰
し
た
後
に
於
て
も
、
尚
『
妻
家
所
得
財
物
』
或
は
『
自
妻
家
将
来
之
財
物
』
と

、
、
、
、
、

し
て
、
特
別
の
存
在
を
有
し
て
居
る
所
以
で
あ
り
、
又
長
年
月
の
間
に
夫
の
固
有
物
と
混
合
し
て
、
不
明
と
な
る
恐
あ
る
理
由
で
あ
る
。
」

（
「
妻
が
夫
家
に
於
て
死
亡
し
た
場
合
に
於
て
は
、

実
家
の
方
で
追
求
す
る
こ
と
は
出
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す
な
わ
ち
、

は
設
定
に
よ
っ
て
夫
の
所
有
に
帰
し
、

に
は
妻
は
極
め
て
不
利
な
地
位
に
立
つ
。
斯
か
る
不
利
を
救
済
す
る
た
め
、
既
に
古
典
時
代
に
、
嫁
資
の
設
定
あ
る
場
合
に
つ
い
て
各
種

の
規
定
が
発
達
し
始
め
た
。
」
と
概
論
さ
れ
て
い
る
（
「
ロ
ー
マ
法
入
門
ニ
―
二
頁
以
下
」
）
。

還
請
求
方
法
が
発
達
し
て
い
た
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
唐
令
の
規
定
に
お
い
て
は
夫
死
亡
ま
た
は
離
婚
に
よ
る
婚
姻
解
消
の
場

合
に
そ
の
遣
産
中
よ
り
妻
が
持
参
し
た
財
産
を
分
離
す
る
と
い
う
こ
と
を
定
め
る
の
み
で
あ
る
。
嫁
資
返
還
の
方
向
を
示
唆
す
る
も
の
で

は
あ
ろ
う
が
、
具
体
的
に
嫁
資
返
還
請
求
方
法
を
規
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
「
長
年
月
の
間
に
夫
の
固
有
物
と
混
合
し
て
、
不

明
と
な
る
恐
あ
る
理
由
」
が
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、

日
本
大
宝
令
が
『
還
於
本
宗
』
と
明
記
し
て
『
妻
家
所
得
奴
婢
』
は
亡
夫
の
遺
産
よ
り
分
離
さ
る
べ
き
も
の
と
い
う

に
と
ど
ま
ら
ず
し
て
妻
の
実
家
に
返
還
す
べ
き
も
の
と
し
た
こ
と
は
、
唐
令
よ
り
も
ロ
ー
マ
法
の
嫁
資
に
よ
り
接
近
し
た
も
の
、

そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
既
述
し
た
よ
う
に
日
本
令
は
、
妻
死
亡
に
よ
る
婚
姻
解
消
の
場
合
妻
所
有
の
資
財
及
奴
婢
を
実
家
が
追
求
す
る

こ
と
を
禁
じ
た
唐
令
の
規
定
を
削
除
し
た
の
で
あ
る
。

妻
の
実
家
（
本
宗
）
に
よ
る
『
妻
家
所
得
奴
婢
』
の
回
収
が
約
さ
れ
て
い
る
、

古
代
社
会
と
天
皇
制

大
な
意
味
を
も
つ
。

と
い
う
の
は
、

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

が
発
達
す
る
以
前
の
段
階
に
あ
る
、

と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。

四
五
九

し
た
が
っ
て
、
婚
姻
解
消
に
よ
っ
て
当
然
に
は
妻
に
返
還
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
殊
に
離
婚
の
場
合

し
た
が
っ
て
、

そ
し
て
、

不
利
を
救
済
す
る
た
め
の
多
様
な
嫁
資
返

、
ロ
ー
マ
法
の
嫁
資
に
比
当
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
唐
令
の
嫁
資
は
、
嫁
資
返
還
請
求
方
法

と
い
わ

日
本
大
宝
令
に
お
い
て
は
、
妻
死
亡
に
よ
る
婚
姻
解
消
の
場
合
も
、

と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
重

ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
も
、
妻
死
亡
に
よ
る
婚
姻
解
消
の
場
合
に
は
嫁
資
返
還
は
極
め
て
困
難
で
あ
っ

ロ
ー
マ
法
上
の
嫁
資
（
ド
ス
）
に
比
当
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
の
べ
ら
れ
て
い
る
（
同
書
、
七
三
頁
）
。

（一―――――)

ロ
ー
マ
法
の
嫁
資
に
つ
い
て
、
船
田
享
二
氏
は
「
嫁
資



こ
の
訴
訟
〔
嫁
資
返
還
請
求
訴
訟
〕
に
よ
っ
て
外
来
嫁
資
を
返
還
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
は
な
く
、
相
伝
嫁
資
に
つ
い
て
も
、
設
定
者
が

妻
の
死
亡
前
に
す
で
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
返
還
の
義
務
を
負
わ
ず
、

も
、
婚
姻
に
よ
り
出
生
し
た
子
の
各
自
の
た
め
に
嫁
資
の
五
分
の
一
ず
つ
を
留
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
船
田
享
二
「
ロ
ー
マ
法
」
第
四
巻
八

そ
れ
故
、

日
本
大
宝
令
の
『
妻
家
所
得
奴
婢
』
は
、
嫁
資
の
み
な
ら
ず
、

来
す
る
「
妻
が
家
女
と
し
て
も
っ
て
い
た
特
有
財
産
」
（
船
田
氏
）
を
包
括
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、

に
服
す
る
場
合
に
は
、
特
に
夫
婦
の
財
産
に
関
す
る
規
定
は
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
妻
が
夫
権
に
服
し
な
い
と
き
は
、
妻
が
自
主
権
者

で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
妻
ま
た
は
そ
の
家
長
は
夫
と
全
く
離
れ
て
財
産
を
有
す
る
。
妻
が
家
女
と
し
て
も
っ
て
い
た
特
有
財
産
は
、
常

に
そ
の
家
長
と
の
関
係
で
特
有
財
産
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
妻
は
夫
と
離
れ
て
自
分
で
そ
の
財
産
を
管
理
し
、

人
に
管
理
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
消
費
貸
借
に
よ
っ
て
夫
に
こ
れ
を
貸
す
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
、

古
く
は
回
収
を
約
さ
れ
た
財
産

b
o
n
a
recepticia 

と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
妻
は
そ
の
衣
服
調
度
の
類
や
自
分
の
従
僕
と
し
て
使
役
す
る
た
め
の
奴
隷
を
婚
家
に
携
え
る
こ
と
を
常
と
し
た
。
」

船
田
享
二
、

同
書
七
七
頁
）
。

す
な
わ
ち
、
単
な
る
嫁
資
返
還
の
み
な
ら
ず
、

(
-
―
-
＝
二
）

そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
設
定
者
に
返
還
す
る
義
務
を
負
う
け
れ
ど

そ
れ
と
は
別
個
の
財
産
分
離
制
（
夫
婦
別
産
主
義
）
か
ら
由

と
呼
ば
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
「
妻
が
夫
権

ま
た
は
委
託
事
務
管
理

か
か
る
財
産
は

回
収
を
約
さ
れ
た
と
い
う
意
味
が
『
還
於
本
宗
』
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
、

と
考
え
る
こ

既
に
中
田
薫
氏
に
よ
っ
て
「
我
太
宝
年
代
の
戸
籍
に
妻
の
奴
婢
と
夫
の
奴
婢
と
を
別
々
に
記
載
し
て
届
る
例
が
あ
る
（
大
日
本
古
文
書
巻
一
、

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

七頁）。
た
か
ら
で
あ
る
（
「
妻
の
死
亡
に
よ
る
婚
姻
解
消
の
場
合
に
は
、

関
法
第
二
六
巻
第
四
・
五
・
六
号

財
産
目
録
を
作
成
し
て
こ
れ
を
夫
に
管
理
さ
せ
る
こ

予
め
そ
の
返
還
が
問
答
契
約
に
よ
っ
て
約
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
夫
は

四
六
〇



で
あ
る
（
船
田
享
二
、
同
書
）
。
戸
籍
上
妻
の
奴
婢
が
記
載
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、

こ
と
を
意
味
す
る
。
中
田
氏
の
比
当
は
適
切
で
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
か
く
し
て
『
既
与
者
』
た
る
持
参
奴
婢
に
つ
い
て
の
み
子

古
代
社
会
と
天
皇
制

っ
た
こ
と
を
主
張
さ
れ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

あ
り
、

四
三
頁
九

1

一
頁
、
神
亀
三
年
の
計
帳
に
も
見
ゆ
、
同
書
三
七
五
頁
三
八
九
頁
参
照
）
」
と
指
益
洞
さ

h
て
い
る
事
実
が
あ
る
。
こ
の
事
実
に
つ
い
て
、
氏
は
「
若

之
が
『
妻
家
所
得
奴
婢
』
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
法
律
上
は
夫
物
で
あ
る
に
拘
は
ら
ず
事
実
上
は
之
を
婦
物
と
見
倣
す
思
想
が
、
そ
の
当
時

に
も
存
在
し
た
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
」
と
解
さ
れ
て
い
る
（
同
書
、
七
四
頁
）
。

実
上
の
み
な
ら
ず
法
律
上
も
婦
物
と
み
な
す
思
想
が
存
し
た
、

う
べ
く
、
嫁
資
と
は
区
別
さ
れ
た
「
回
収
を
約
さ
れ
た
財
産
」
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
中
田
氏
自
身
に
よ
っ
て
さ
ら
に
次
の
如

て
も
知
れ
る
が
、
応
分
条
下
古
記
に
依
る
と
、
此
妻
の
持
参
奴
婢
に
も
妻
が
祖
家
よ
り
永
久
に
贈
与
さ
れ
る
も
の
（
既
与
者
）
と
妻
が
自

分
一
生
間
使
役
す
る
こ
と
丈
を
許
さ
れ
た
も
の
（
身
生
之
間
令
仕
）
と
の
二
種
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
。
後
者
は
羅
馬
法
の

Usufructus

七
四
頁
）
。
こ
の
『
身
生
之
間
令
仕
』
の
奴
婢
こ
そ
、

「
嫁
資
外
の
財
産
」

servi
に
当
る
も
の
で
あ
る
が
、

き
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

戸
籍
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
事
実
は
、

四
六

こ
の
奴
婢
に
関
し
て
は
夫
の
所
有
権
が
排
除
さ
れ
て
い
る

と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
律
上
婦
物
と
み
な
す
べ
き
妻
の
奴
婢
が

「
妻
が
家
女
と
し
て
も
っ
て
い
た
特
有
財
産
」
た
る
『
妻
家
所
得
奴
婢
』
を
意
味
す
る
も
の
と
い

「
此
時
代
に
奴
婢
が
妻
の
持
参
物
中
に
多
く
交
て
居
た
こ
と
は
、
戸
令
棄
妻
条
下
集
解
を
見

こ
れ
は
夫
の
所
有
に
移
ら
ず
、
又
妻
に
子
あ
る
も
子
に
移
転
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
（
同
書
、

戸
籍
上
妻
の
奴
婢
と
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
回
収
を
約
さ
れ
た
財
産
」
で

（
船
田
氏
）
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
嫁
資
外
の
財
産
で
あ
り
「
回
収
を
約
さ
れ
た
財
産
」
で
あ
る
が
故
に
、

妻
死
亡
に
よ
る
婚
姻
解
消
の
場
合
に
も
、
妻
に
子
あ
る
も
子
に
移
転
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
中
田
氏
が
こ
れ
を
ロ
ー
マ
法
の

usufru,

ctus servi
に
比
当
さ
れ
た
の
は
、
夫
の
嫁
資
に
対
す
る
権
利
が
形
式
的
と
な
り
「
実
際
上
単
な
る
管
理
お
よ
び
使
用
収
益
の
権
」
と
な

こ
の
場
合
で
も
「
夫
が
嫁
資
の
所
有
権
を
取
得
す
る
原
則
は
保
存
さ
れ
た
」
の

（―-三一＿一）

し
か
し
、
戸
籍
記
載
上
妻
の
奴
婢
と
あ
る
な
ら
ば
、
事



こ
れ
を
本
来
の
嫁
資
概
念
を
も
っ
て
把
握
す
べ
き
で
あ
る
。
大
宝
令
の
『
還
於
本
宗
』
に
つ
い
て

中
田
氏
は
、
古
記
の
『
若
有
妻
子
者
子
得
、
無
子
者
還
於
本
宗
耳
』
と
い
う
解
釈
に
も
と
づ
き
「
之
を
本
宗
に
返
還
す
る
の
は
、
子
が
無

い
場
合
に
限
る
も
の
で
あ
る
」
と
解
さ
れ
た
の
は
、
右
述
せ
る
理
由
に
よ
り
、

『
身
生
之
間
令
仕
』
た
る
妻
持
参
奴
婢
に
つ
い
て
は
、
子
あ
る
も
本
宗
に
還
り
戸
藉
上
妻
の
奴
婢
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

日
本
大
宝
令
の

『
妻
家
所
得
奴
婢
』

（
ー
ニ
―
―
四
）

嫁
資
た
る
奴
婢
と
「
回
収
を
約
さ
れ
た
財
産
」
ー
「
嫁
資
外
の
財

こ
の
点
に
唐
令
と
正
反
対
な
る
こ
と
の
本
義
を
求
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
律
令

『
妻
家
所
得
奴
婢
』
に
つ
い
て
「
回
収
を
約
さ
れ
た
財
産
」
た
る
奴
婢
の
有
す
る
意
味
の
比
重
が
高
か
っ
た
で
あ

ろ
う
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
本
条
に
、
名
代
・
子
代
伝
領
方
式
の
本
質
（
后
妃
出
身
の
氏
族
へ
の
回
収
）

の
片
鱗
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
と

最
近
の
学
説
に
い
た
る
ま
で
、
右
述
し
た
よ
う
な
名
代
・
子
代
伝
領
方
式
の
本
質
ー
后
妃
出
身
の
畿
内
大
族
へ
の
回
収
を
約
さ
れ
た

部
の
設
定
の
本
質
を
深
く
考
え
よ
う
と
は
し
な
い
。

も
、
幼
児
が
母
所
に
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、

い
っ
た
の
は
、

し
た
が
っ
て
、
后
妃
の
名
を
つ
け
た
名
代
（
大
王
の
幼
名
を
つ
け
た
い
わ
ゆ
る
子
代

そ
し
て
当
時
の
婚
姻
形
態
が
妻
問
婚
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
后
妃
の
名
を
つ
け
た
名
代
と

異
な
る
も
の
で
は
な
い
）
こ
そ
、
大
王
の
権
力
的
基
礎
で
あ
る
こ
と
|
|
l
既
述
し
た
よ
う
に
名
代
・
子
代
の
設
定
に
は
地
方
豪
族
へ
の
賜

カ
バ
ネ

姓
（
名
誉
観
念
を
本
質
と
す
る
）
を
伴
う
が
、
地
方
豪
族
の
同
一
的
身
分
を
象
徴
す
る
姓
の
名
称
が
多
様
で
あ
る
の
は
、
名
代
・
子
代
設

定
の
主
体
、
姓
授
与
の
主
体
の
多
元
性
（
そ
の
主
体
が
天
皇
の
み
で
あ
れ
ば
そ
の
よ
う
な
多
元
性
は
考
え
ら
れ
ず
、
后
妃
出
身
の
氏
族
の

多
元
性
に
即
し
て
の
み
か
か
る
主
体
の
多
元
性
を
考
察
し
う
る
）
ー
~
を
考
え
よ
う
と
し
な
い
。
名
代
・
子
代
の
設
定
は
、
天
皇
御
領
の

設
定
で
あ
る
と
い
う
単
純
な
思
考
が
、
依
然
と
し
て
継
続
し
て
い
る
。
こ
の
単
純
な
思
考
が
当
然
の
如
く
前
提
と
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、

か
か
る
意
味
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。

制
以
前
に
お
い
て
は
、

産
」
た
る
奴
婢
と
の
二
者
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、

か
く
解
す
る
な
ら
ば
、

こ
ま
、

＇ 

な
き
場
合
本
宗
に
還
す
の
で
あ
っ
て
、

関
法
第
二
六
巻
第
四
・
五
・
六
号

『
既
与
者
』
た
る
妻
持
参
奴
婢
に
つ
い
て
の
み
妥
当
す
る
。

四
六



の
べ
ら
れ
て
い
る
（
「
名
代
子
代
の
概
念
に
つ
い
て
の
一
解
釈
」
）
。

四
六

も
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
が
、

と

名
代
・
子
代
に
関
す
る
議
論
が
、
そ
の
権
力
的
物
質
的
性
格
を
問
う
こ
と
な
く
、
地
名
か
宮
号
か
、
固
有
名
詞
か
普
通
名
詞
か
と
い
う
文

法
的
解
釈
に
終
始
し
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
津
田
左
右
吉
氏
の
見
解
を
一
歩
も
出
る
も
の
で
は
な
い
。
狩
野
久
氏
が
「
名
代
・
子
代

は
原
帝
紀
の
確
認
で
き
る
応
神
以
降
、

妃
・
王
子
の
名
号
や
宮
号
で
あ
る
と
ば
く
ぜ
ん
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
私
見
に
よ
れ
ば
、

営
ん
だ
場
所
の
名
で
あ
る
（
多
く
は
宮
号
と
な
る
）
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
私
の
発
見
で
は
な
く
、
津
田
が
く
り
か
え
し
主
張
し
た
こ

と
で
あ
る
。
」
と
自
認
す
る
が
如
く
で
あ
る
（
「
部
民
制
」
—
「
講
座
日
本
史
ー
」
―
二
五
頁
）
。

そ
し
て
、

と
く
に
五
世
紀
前
半
か
ら
六
世
紀
末
ま
で
の
（
履
中
！
崇
峻
）
お
よ
そ
歴
代
の
王
家
に
確
認
で
き

そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
部
の
固
有
名
は
な
に
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

か
か
る
見
解
は
、
薗
田
氏
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
氏
は
「
一
般
に
記
紀
に
あ
ら
わ
れ
る
名
代
・
子
代
の
実
例
を
み
る

と
、
す
べ
て
天
皇
や
皇
族
の
名
、
も
し
く
は
宮
号
を
冠
し
て
某
部
と
称
し
て
い
る
。
唯
一
の
例
外
は
、
生
家
の
氏
族
名
を
冠
し
た
仁
徳
后

こ
れ
は
原
島
礼
二
氏
が
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
本
来
の
名
代
と
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
よ
う

「
唯
一
の
例
外
」

に
す
ぎ
な
い
。
原
島
礼
二
氏
の
見
解
と
は
「
葛
城
部
と
い
う
と
、
大
伴
部
・
巨
勢
部
の
如
き
か
ら
考
え
て
、
葛
城
氏
の
部
曲
の
名
ら
し
く

感
ぜ
ら
れ
る
。
葛
城
氏
は
五
世
紀
の
大
族
で
五
世
紀
後
半
滅
亡
し
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
前
も
っ
て
い
た
部
曲
が
葛
城
部
と
よ
ば
れ
た

可
能
性
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
当
時
併
立
し
て
い
た
大
伴
氏
に
つ
い
て
雄
略
天
皇
が
『
大
連
等
民
部
広
大
に
し
て
国
に
充
盈
つ
』
と
い

っ
た
伝
承
等
を
参
照
す
れ
ば
、
大
伴
氏
が
五
世
紀
に
か
な
り
の
部
曲
を
も
っ
て
い
て
そ
れ
が
大
伴
部
と
よ
ば
れ
て
い
た
こ
と
は
推
測
し
て

古
代
社
会
と
天
皇
制

と
す
れ
ば
葛
城
氏
の
部
曲
が
葛
城
部
と
当
時
呼
ば
れ
た
こ
と
も
む
り
な
推
測
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
」

(
―
ニ
―
一
五
）

で
あ
る
。
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

と
い
う
の
は
、
例
の
天
皇
御
領
ス
ト
レ
ー
ト
遡
及
論
を
前
提
と
す
る
独
断
的
想
定

皇
・
磐
之
媛
の
名
代
『
葛
城
部
』
で
あ
る
が
、

る
部
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

）
れ
は
王
や
王
妃
の
住
地
の
名
で
あ
り
、
宮
を

J

れ
ま
で
一
般
に
は
王
・
王



に
様
々
の
問
題
が
あ
る
こ
と
は
し
ば
ら
く
お
く
。

大
化
以
降
の
問
題
と
い
っ
て
も
よ
い
）
、

J

れ
を
峻
別
す
べ
き
で
あ
る
。
前
者
も
後

原
島
氏
が
引
用
さ
れ
た
箇
所
は
、
周
知
の
如
く
、
雄
略
天
皇
の
遺
詔
で
あ
っ
て
ほ
と
ん
ど
隋
書
高
祖
紀
に
よ
っ
て
い
る
が
、
右
の
箇
所

『
大
連
等
民
部
広
大
充
盈
於
国
』
と
い
う
部
分
の
み
は
、
隋
書
高
祖
紀
に
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
注
目
す
べ
き
記
録
で
あ
る
が
、
雄
略
天

皇
遺
詔
は
、
大
連
等
の
広
大
な
民
部
を
む
し
ろ
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
思
想
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
大
化
改
新
詔
の
如
く
（
改
新
詔

想
と
の
鋭
い
対
照
が
認
め
ら
れ
る
。
原
島
氏
の
見
解
に
は
か
か
る
点
へ
の
考
慮
が
欠
落
し
て
い
る
。

雄
略
天
皇
遺
詔
に
認
め
ら
れ
る
大
連
等
の
広
大
な
民
部
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
と
い
う
思
想
に
は
、
后
妃
を
出
身
せ
し
め
た
畿
内
大
族

の
回
収
を
約
し
た
名
代
の
設
定
こ
そ
、
大
王
の
権
力
的
物
質
的
基
礎
で
あ
る
と
い
う
事
実
と
の
深
い
関
連
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

回
収
を
約
し
た
名
代
と
そ
の
よ
う
な
意
味
を
も
た
な
い
・
当
初
よ
り
の
隷
属
的
な
部
曲
と
は
、

に
は
大
族
に
帰
属
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
か
ら
、
部
曲
の
如
き
印
象
を
与
え
る
事
実
も
存
し
た
で
あ
ろ
う
が
、

を
ス
ト
レ
ー
ト
に
遡
及
せ
し
め
て
、
葛
城
部
を
葛
城
氏
の
部
曲
で
あ
る
と
断
ず
る
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
大
王
た
ち
が
何
故
に
畿
内
大
族

と
の
族
外
婚
と
い
う
婚
姻
形
態
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
基
本
的
事
実
を
看
過
し
た
も
の
、

い
。
大
后
を
出
す
こ
と
の
多
か
っ
た
葛
城
氏
の
葛
城
部
に
名
代
設
定
の
意
義
が
存
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
何
等
の
理
由
も
な
い
。

忍
坂
大
中
姫
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
名
代
押
坂
部
（
刑
部
）
が
広
汎
な
分
布
を
示
す
こ
と
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
忍
坂

大
中
姫
は
、
薗
田
氏
の
如
く
外
戚
や
母
族
を
も
た
な
い
大
后
と
考
察
す
べ
き
で
は
な
い
。
忍
坂
大
中
姫
は
、
隅
田
八
幡
鏡
銘
『
癸
未
年
八

月
曰
十
、
大
王
年
男
弟
王
、
在
意
柴
沙
加
宮
時
：
…

．．
 
』
に
あ
る
『
意
柴
沙
加
宮
』
に
よ
っ
て
そ
の
実
在
を
確
認
さ
れ
て
い
る
大
后
で
あ
る

が
（
こ
の
時
期
に
お
い
て
宮
号
と
本
名
を
区
別
す
べ
き
で
は
な
い
、

す
べ
き
で
あ
る
）
、

し
か
も
大
王
が
固
有
の
名
を
も
っ
て
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意

こ
の
忍
坂
大
中
姫
が
、
允
恭
紀
七
年
十
二
月
条
に
『
随
＞
母
以
在
二
於
近
江
坂
田
―
』
と
あ
る
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う

関
法
第
二
六
巻
第
四
•
五
・
六
号

大
族
の
部
民
所
有
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
思

そ
の
事
実
よ
り
部
曲
概
念

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

四
六
四

(
―
ニ
―
一
六
）



古
代
社
会
と
天
皇
制

そ
し
て
、

四
六
五

に
、
息
長
氏
の
本
貫
近
江
坂
田
郡
に
い
た
と
い
う
記
録
よ
り
し
て
、
息
長
氏
出
身
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
息
長
氏

が
実
は
ワ
ニ
氏
と
深
い
関
係
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
証
し
た
す
ぐ
れ
た
研
究
と
し
て
、
黒
沢
幸
一
＿
一
氏
「
古
代
息
長
氏
の
系
譜
と
伝

承
」
が
あ
る
。
黒
沢
氏
は
、
岸
俊
男
氏
の
研
究
「
ワ
ニ
氏
の
基
礎
的
考
察
」
を
参
考
と
し
て
、

し
た
い
の
は
阿
那
臣
と
近
淡
海
国
造
で
あ
る
。
岸
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
第
二
の
隷
属
グ
ル
ー
プ
に
属
す
ら
し
く
、
か
つ
阿
那
臣
の
本

貫
は
、
粟
田
臣
・
小
野
臣
・
近
淡
海
国
造
と
も
地
域
的
つ
な
が
り
を
も
つ
、
坂
田
郡
の
阿
那
に
考
え
る
の
が
妥
当
の
よ
う
だ
。
し
か
も
こ

0

0

 
0
 

の
地
は
垂
仁
紀
三
年
の
条
に
『
於
＞
是
天
日
槍
、
自
ー
ー
菟
道
河

1

赤
之
、
北
入
二
近
江
国
吾
名
邑
ー
而
暫
住
』
と
あ
る
よ
う
に
、
天
之
日
矛
が

但
馬
に
定
着
す
る
以
前
、
定
住
し
た
伝
承
を
有
す
る
地
で
あ
る
。
ま
た
、
近
淡
海
国
造
で
あ
る
が
、
国
造
本
紀
に
よ
れ
ば
『
淡
海
国
造
、

志
賀
高
穴
穂
朝
御
世
、
彦
坐
王
三
世
孫
大
陀
牟
夜
別
定
賜
国
造
』
と
あ
る
。
彦
坐
王
三
世
孫
は
系
譜
③
の
⑲
に
よ
る
と
息
長
宿
禰
王
に
あ

『
大
陀
牟
夜
別
』
は
息
長
宿
禰
王
の
子
、
大
多
牟
坂
王
や
、
ヤ
マ
ト
ク
ケ
ル
の
系
譜
に
あ
る
安
国
造
の
祖
、
意
富
多
牟

こ
の
近
淡
海
国
造
と
は
息
長
氏
と
推
定
し
た
い
。
」
と
の
べ
ら
れ
、

要
な
資
料
の
一
と
し
て
、

う
記
事
を
あ
げ
ら
れ
、

ま
た
、

三
代
実
録
貞
観
五
年
一
二
月
条
の
『
詔
令
下
近
江
坂
田
郡
穴
太
氏
譜
図
与
ー
ー
息
長
坂
田
両
人
面
~
＞
巻
進
た
目
』

「
息
長
氏
・
坂
田
酒
人
氏
・
ア
ナ
氏
は
同
族
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
三
代
実
録

の
記
録
は
、
重
要
で
あ
る
。
息
長
氏
の
本
貫
が
近
江
坂
田
郡
で
あ
る
こ
と
は
、
確
実
で
あ
る
が
、
阿
那
臣
の
本
貫
も
ま
た
坂
田
郡
で
あ
り
、

つ
ま
り
、

息
長
氏
を
考
え
る
場
合
の
重

こ
の
点
よ
り
し
て
も
深
い
つ
な
が
り
の
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
、
畿
内
大
族
ヮ
ニ
氏
の
系
譜
に
く
み
こ
ま
れ
る
ほ
ど
の
強
い
結
合
の
関
係

を
、
ア
ナ
氏
も
息
長
氏
も
ワ
ニ
氏
と
の
間
に
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
黒
沢
氏
が
提
起
さ
れ
た
国
造
本
紀
の
系
譜
の
問
題
は
、
こ
れ
を
留

保
す
べ
き
で
あ
る
。
息
長
氏
が
ア
ナ
氏
と
と
も
に
ワ
ニ
氏
の
系
譜
に
く
み
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
ま
た
別
の
観
点
か
ら
も
推
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
岸
氏
が
垂
仁
紀
三
十
九
年
十
月
条
に
記
載
さ
れ
た
石
上
神
宮
の

和
気
に
似
て
い
る
。

た
る
。
さ
ら
に
、

（
―
-
三
七
）

ヽ

と
＂

「
ワ
ニ
氏
同
祖
系
譜
の
中
で
ま
ず
問
題
に



J

と
を
示
す
が
、

は
、
充
分
に
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
息
長
氏
本
貫
近
江
坂
田
に
母
と
と
も
に
あ
っ
た
忍
坂
大
中
姫
が
『
意
柴
沙
加
宮
』
に
お
い
て
大

后
で
あ
っ
た
と
い
う
記
録
は
、
息
長
氏
出
身
の
女
性
が
ワ
ニ
氏
と
の
関
係
に
お
い
て
立
后
し
た
こ
と
を
示
す
、

紀
の
系
譜
の
問
題
を
留
保
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
の
信
憑
性
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
の
べ
た
の
は
、

息
長
真
手
王
の
出
自
は
、

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
な
ら
ば
、
忍
坂
大
中
姫
が
皇
統
譜
に
あ
る
こ
と
は
、
極
め
て
疑
わ
し
い
。

根
拠
と
し
て
立
后
し
た
、

こ
と
で
は
な
い
。
葛
城
氏
と
と
も
に
多
く
の
后
妃
を
出
し
た
ワ
ニ
氏
の
系
譜
と
み
な
さ
れ
た
近
江
の
豪
族
息
長
氏
よ
り
出
身
し
た
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、

不
明
な
の
で
あ
る
。
確
実
な
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
の
は
、

と
考
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
忍
坂
大
中
姫
は
、
外
戚
や
母
族
を
も
た
な
い
大
后
と
い
う

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
ワ
ニ
氏
と
同
族
で
あ
る
と
い
う
擬
制
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
立
后
し
た
の
で
あ
る
。
周
知
の
如
き
火

あ

め

の

し

た

し

み

よ

葦
北
国
造
刑
部
靱
部
阿
利
斯
登
の
子
日
羅
の
言
（
日
本
書
紀
敏
達
天
皇
―
二
年
条
）
に
『
桧
隅
の
官
に
御
寓
ら
し
め
し
し
天
皇
の
世
に
、

わ
が
君
大
伴
金
村
の
大
連
云
云
』
と
あ
る
の
は
、
刑
部
靱
部
の
指
定
を
う
け
た
火
葦
北
国
造
が
大
伴
金
村
を
『
わ
が
君
』
と
よ
ん
で
い
る

そ
し
て
大
伴
物
部
氏
は
葛
城
氏
よ
り
の
立
后
に
対
抗
し
て
ワ
ニ
氏
よ
り
の
立
后
を
支
持
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
允
恭

黒
沢
氏
は
、
皇
統
に
神
経
質
な
古
事
記
に
お
い
て
、

承
と
さ
れ
て
い
る
が
、

関
す
る
基
礎
的
考
察
」

I
「
日
本
古
代
政
治
史
研
究
」
三
七
頁
」
）
、

こ
の
伝
承
に
忍
坂
邑
が
出
て
く
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
忍
坂
邑
が
ワ
ニ
氏
の
勢
力
圏
と
関
連
す
る
こ
と

さ
せ
よ
と
い
っ
た
の
で
、

そ
の
通
り
に
し
た
が
、

じ
め
忍
坂
邑
に
蔵
め
ら
れ
、

「
五
十
境
敷
皇
子
が
茅
等
の
菟
砥
河
上
で
鍛
の
河
上
と
い
う
者
を
喚
ん
で
作
ら
せ
た
大
刀
一
千
口
は
、

の
ち
石
上
神
宮
に
移
さ
れ
た
が
、
そ
の
と
き
神
が
春
日
臣
の
族
、
名
は
市
河
と
い
う
者
に
そ
の
神
宝
を
治
め

神
宝
に
関
す
る
伝
承
と
し
て
、

関
法
第
二
六
巻
第
四
•
五
・
六
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ワ
ニ
氏
と
息
長
氏
の
関
係
が
深
い
と
い
う
こ
と
の
み

J

の
点
に
関
連
す
る
。

こ
れ
が
今
の
物
部
首
ら
の
始
祖
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
」
と
の
べ
ら
れ
（
「
ワ
ニ
氏
に

こ
れ
を
春
日
氏
（
ワ
ニ
氏
一
族
）

や
物
部
氏
が
石
上
神
宮
の
祭
祀
に
関
係
し
た
伝

と
断
じ
う
る
で
あ
ろ
う
。

「
息
長
真
手
王
の
出
自
が
不
明
な
こ
と
」
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
私
が
先
に
国
造
本

ワ
ニ
氏
と
の
深
い
関
係
を

四
六
六
（
―
-
三
八
）

は



察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
薗
田
氏
は
、
彦
人
皇
子
没
後
、

こ
の
名
代
は
、

た
彦
人
皇
子
が
敏
達
記
に
『
忍
坂
日
子
人
太
子
、

考
え
ら
れ
、

説
話
と
し
て
、
こ
れ
を
把
握
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

四
六
七

敏
達
紀
に
『
押
坂
彦
人
大
兄
皇
子
、
更
名
麻
呂
古
皇 ま

天
皇
十
一
年
紀
三
月
条
に
よ
り
忍
坂
大
中
姫
の
同
母
妹
衣
通
郎
姫
が
妃
と
な
る
こ
と
を
大
伴
室
屋
が
支
持
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
大
伴

氏
は
ワ
ニ
氏
と
深
い
関
係
に
あ
る
息
長
氏
出
身
の
后
妃
を
も
支
持
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
よ
り
し
て
も
ワ
ニ
氏
と
息
長
氏
と
の
関
係
が

ま
た
押
坂
部
（
刑
部
）
設
定
の
主
体
は
、
息
長
氏
と
と
も
に
ワ
ニ
氏
、
大
伴
氏
等
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
日
本
書

こ
の
女
性
が
ワ
ニ
氏
そ
の
も
の
の
出
身
で
な
い
こ
と
に
照
応
す
る
象
徴
的

大
化
二
年
三
月
壬
午
条
の
皇
太
子
奏
請
文
に
あ
る
皇
祖
大
兄
に
つ
い
て
、
薗
田
氏
は
「
『
皇
祖
大
兄
』
は
、
書
紀
の
分
注
の
い
う
よ
う
に
、

彦
人
大
兄
皇
子
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
れ
の
略
系
は
左
図
に
示
す
と
お
り
で
あ
っ
て
、
舒
明
天
皇
の
父
、
皇
極
・
孝
徳
両
天
皇
の
祖

父
に
当
り
、
中
大
兄
に
と
っ
て
は
、
父
系
で
は
祖
父
、
母
系
で
は
曾
祖
父
に
当
る
人
物
で
あ
っ
た
。
中
大
兄
が
彦
人
皇
子
の
遣
産
、
す
な

わ
ち
皇
祖
大
兄
御
名
入
部
を
継
承
し
た
と
い
う
想
定
は
、
決
し
て
突
飛
な
着
想
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
彦
人
皇
子
の
御
名
入
部

そ
の
妃
・
糠
手
姫
（
田
村
皇
女
）
、

か
れ
の
没
後
、

す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彦
人
皇
子
は
敏
達
天
皇
の
長
子
へ

（
名
代
）
は
、

そ
う
で
あ
れ
ば
、

あ
る
が
、
母
は
『
采
女
、
伊
勢
大
鹿
首
小
熊
女
、

古
代
社
会
と
天
皇
制

紀
に
あ
る
闘
鶏
国
造
の
忍
坂
大
中
姫
に
対
す
る
侮
蔑
説
話
も
、

そ
の
子
・
舒
明
天
皇
（
田
村
皇
子
）
を
経
て
、

母
は
息
長
真
手
王
の
女
・
広
姫
で
あ
る
。
」
と
の
べ
ら
れ
、

亦
名
麻
呂
古
王
』
と
称
さ
れ
、

孫
の
中
大
兄
の
相
続

子
』
と
称
さ
れ
た
こ
と
よ
り
し
て
、
彦
人
皇
子
の
御
名
入
部
（
名
代
）
は
、
押
坂
部
（
刑
部
）
で
あ
っ
た
ろ
う
、
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
母
息
長
真
手
王
・
広
姫
よ
り
の
伝
領
、
す
な
わ
ち
押
坂
部
（
刑
部
）
を
回
収
し
て
い
た
息
長
氏
よ
り
の
伝
領
と
考

「
そ
の
妃
・
糠
手
姫
（
田
村
皇
女
）
、

そ
の
子
・
舒
明
天
皇

（
田
村
皇
子
）
を
経
て
、
孫
の
中
大
兄
の
相
続
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
」
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
糠
手
姫
の
父
は
敏
達
天
皇
で

日
二
菟
名
子
夫
人
l

』
で
あ
っ
て
、
糠
手
姫
出
身
の
氏
族
に
押
坂
部
（
刑
部
）
を
管
理
す

（
―
-
三
九
）



葛
城
部
（
仁
徳
后
石
之
日
売
命
）
、

八
田
部
（
仁
徳
妃
八
田
若
郎
女
）
、

『
息
長
氏
が
養
育
し
た
て
ま
つ
っ
た
額
の
広
い
（
聡
明
な
）
天
皇
』
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
」

一
旦
は
、
押

る
力
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
押
坂
彦
人
大
兄
皇
子
死
亡
後
そ
の
名
代
は
、
直
ち
に
息
長
氏
に
回
収
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
延

ら
れ
た
こ
と
を
暗
示
し
、

ず
で
あ
る
。

意
思
に
よ
る
な
ら
ば

そ
れ
は
押
坂
部
（
刑
部
）

（
―
一
四
0
)

の
息
長
氏
へ
の
回
収
と
符
合
す
る
。
か
く
し
て
、
舒
明
天
皇
へ
の
押
坂
部
（
刑
部
）

「
舒
明
の
和
風
盆
号
オ
キ
ナ
ガ
ク
ラ
シ
ヒ
ヒ
ロ
ヌ
カ
ノ
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
は
、

天
皇
の
喪
事
に
際
し
、
息
長
山
田
公
が
『
日
嗣
を
誅
び
奉
』
る
と
い
う
特
別
の
役
割
を
果
し
た
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
薗
田
氏
は
舒
明
天
皇
か
ら
中
大
兄
皇
子
へ
の
押
坂
部
（
刑
部
）
の
相
続
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
舒
明
天
皇
単
独
の

古
人
大
兄
皇
子
の
相
続
と
い
う
問
題
も
生
じ
え
た
は

し
か
し
、
古
人
大
兄
皇
子
の
母
は
、
蘇
我
馬
子
女
法
提
郎
女
で
あ
る
。
押
坂
部
（
刑
部
）
を
古
人
大
兄
皇
子
に
伝
領
さ
せ
な

か
っ
た
と
い
う
事
実
に
は
、
当
然
に
舒
明
の
母
族
息
長
氏
の
意
向
が
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
舒
明
の
没
後
、

坂
部
（
刑
部
）
は
、
息
長
氏
に
回
収
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
押
坂
部
（
刑
部
）
を
よ
り
確
実
に
中
大
兄
皇
子
に
伝
領
せ
し
め
る

た
め
に
は
、
回
収
の
方
式
に
よ
る
方
が
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
名
代
・
子
代
の
伝
領
方
式
の
本
質
、
す
な
わ
ち
、
后
妃
を
出
身

せ
し
め
た
氏
族
へ
の
回
収
を
約
し
た
設
定
と
い
う
伝
統
は
、

で
き
る
の
で
あ
る
。

后
妃
の
名
を
つ
け
た
名
代

は
る
か
に
後
の
、
大
化
直
前
の
時
代
に
ま
で
伝
え
ら
れ
た
、

押
坂
部
（
刑
部
）
．

（
刑
部
が
純
粋
の
天
皇
御
領
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
）
、

（
允
恭
后
忍
坂
大
中
姫
）
、

と
み
る
こ
と
が

藤
原
部
（
允
恭

（
薗
田
氏
）
理
由
が
あ
り
、
ま
た
舒
明

の
伝
領
は
、
息
長
氏
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
、

喜
諸
陵
式
の
歴
代
陵
墓
中
、

田
村
皇
女
（
糠
手
姫
）
の
墓
は
、

『
押
坂
墓
』
と
あ
っ
て
皇
子
死
亡
と
同
時
に
糠
手
姫
が
息
長
氏
に
ひ
き
と
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結
論
を
先
に
述
べ
る
な
ら
ば
、

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

妃
衣
通
郎
女
）
、

日
下
部
（
雄
略
后
草
香
幡
悛
姫
）
、
春
日
部
（
安
閑
后
春
日
山
田
皇
子
）

天
皇
・
皇
子
の
幼
名
を
つ
け
た
名
代
・
子
代

大
日
下
部
（
仁
徳
皇
子
大
日
下
王
）
、
若
日
下
部
（
仁
徳
皇
子
若
日
下
部
王
）
、
峻
部
（
反
正
天
皇
）
、
軽
部
（
木
梨
軽
皇
子
）
、
孔
王
部

純
然
た
る
天
皇
の
宮
号
を
つ
け
た
名
代

伊
波
礼
部
（
履
中
・
伊
波
礼
若
桜
宮
）
、
石
上
部
（
仁
賢
・
石
上
広
高
宮
）
、

金
刺
宮
）
、
他
田
部
（
敏
達
•
他
田
部
）
、
倉
椅
部
（
崇
峻
・
倉
椅
柴
垣
宮
）

名
代
・
子
代
か
ら
ミ
ヤ
ケ
（
天
皇
御
領
）
・
私
部
（
皇
后
領
）
・
乳
部
（
皇
太
子
領
）

四
六
九

（
武
烈
天
皇
）
、
勾
部
（
安
閑
天
皇
）

金
剌
部
（
欽
明
・
磯
城
島

純
然
た
る
天
皇
の
宮
号
を
つ
け
た
名
代
が
後
期
の
そ
れ
で
あ
っ
て
ミ
ヤ
ケ
の
本
格
的
な
は
じ
ま
り
の
時
期
と
か
さ
な
る
こ
と
に
注
意
し

指
摘
し
た
。
大
王
か
ら
天
皇
制
へ
の
変
化
が
右
の
変
容
に
対
応
す
る
。
か
か
る
問
題
を
私
部
・
乳
部
（
壬
生
部
）
の
定
立
化
に
限
定
し
て

考
察
し
た
注
目
す
ぺ
き
研
究
と
し
て
、
岸
俊
男
氏
の
「
光
明
立
后
の
史
的
意
義
」
が
あ
る
。
岸
氏
は
「
私
部
を
后
妃
の
部
民
と
す
る
な
ら

ば
、
同
じ
く
后
妃
の
名
代
と
考
え
ら
れ
る
先
の
刑
部
・
藤
原
部
・
日
下
部
・
春
日
部
な
ど
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

―
つ
の
試
論
と
し
て
私
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。
す
な
わ
ち
そ
れ
ま
で
個
々
の

特
定
の
后
妃
に
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
応
じ
て
、
お
も
に
宮
号
を
付
し
て
与
え
ら
れ
て
い
た
名
代
を
、
あ
る
時
期
か
ら
后
妃
の
私
有
部
民
と

し
て
定
立
化
し
、

そ
れ
を
私
部
と
い
う
い
わ
ば
普
通
名
詞
に
統
一
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
事
実
は
宮
廷
組

古
代
社
会
と
天
皇
制

（
安
康
天
皇
）
、
長
谷
部
（
雄
略
天
皇
）
、
白
髪
部
（
清
寧
天
皇
）
、
小
長
谷
）

桧
前
部
（
宣
化
・
桧
前
宮
）
、

（
―
-
四
一
）

へ
の
変
容
に
重
大
な
問
題
が
あ
る
こ
と
は
、
既
に



へ
と
い
っ
た
文
法
的
理
解
で
把
握
さ
れ
る
ぺ
き
で
な
く
、

の
で
あ
る
か
ら
、

織
の
整
備
を
示
す
と
と
も
に
、

(
-
―
四
二
）

そ
の
中
で
后
妃
の
地
位
が
一
定
の
部
民
を
与
え
ら
れ
る
ま
で
に
確
立
化
さ
れ
て
来
た
こ
と
を
現
わ
し
て
い

か
く
と
し
て
、
ほ
ぼ
史
実
を
伝
え
た
も
の
と
解
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

と
い
う
の
は
播
磨
風
土
記
に
見
え
る
ニ
カ
所
の
私
部

こ
の
后
妃
の
名
代
と
私
部
の
関
係
に
相
応
す
る
も
の
が
天
皇
・
皇
子
の
名
代

・
子
代
と
壬
生
部
の
関
係
で
は
な
か
ろ
う
か
。
…
…
壬
生
部
設
置
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
私
部
に
や
や
遅
れ
て
、

ヘ

や
は
り
推
古
十
五
年
紀

二
月
庚
辰
条
に
『
壬
生
部
を
定
む
』
の
記
事
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

岸
氏
の
右
の
見
解
が
旧
来
の
天
皇
御
領
の
連
続
的
発
展
の
仮
定
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
包
括
し

て
把
握
さ
れ
る
べ
き
ミ
ヤ
ケ
と
の
関
連
が
少
し
も
考
え
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
そ
の
徴
憑
で
あ
る
。
ま
た
、
初
期
の
名
代
が
何
故
に
后
妃

の
名
を
つ
け
た
名
代
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
深
い
考
慮
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
私
部
や
壬
生
部
（
乳
部
）

の
変
容
が
単
に
后
妃
や
皇
子
の
地
位
が
一
定
の
部
民
を
与
え
ら
れ
る
ま
で
に
確
立
化
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
把
握
さ
れ
る

こ
こ
に
、
右
の
変
容
が
固
有
名
詞
か
ら
普
通
名
詞
へ
の
変
化
と
し
て
文
法
的
理
解
が
示
さ
れ
る
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。

初
期
の
名
代
后
妃
の
名
を
つ
け
た
名
代
ー
ー
＇
が
、
后
妃
を
出
身
せ
し
め
た
氏
族
へ
の
回
収
を
約
し
た
名
代
で
あ
る
と
い
っ
た
法
的
・
権

力
的
問
題
に
対
す
る
関
心
が
少
し
も
存
在
し
な
い
。
名
代
・
子
代
か
ら
ミ
ヤ
ケ
・
私
部
・
乳
部
へ
の
変
容
は
、
固
有
名
詞
か
ー
ら
普
通
名
詞

外
戚
へ
の
回
収
を
約
さ
れ
ざ
る
1

外
戚
に
帰
属
し
な
い
天
皇
御
領

ヶ
）
皇
后
領
（
私
部
）
皇
太
子
領
（
乳
部
）
が
、
名
代
。
子
代
に
か
わ
っ
て
、
継
体
天
皇
以
降
漸
く
可
能
と
な
り
は
じ
め
た
と
い
う
重
大

な
事
実
を
示
す
も
の
と
し
て
、
法
的
権
力
的
理
解
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
『
皇
極
天
皇
紀
』
元
年
十
二
月
条
に
は
、
蘇
我

蝦
夷
が
「
上
の
宮
の
乳
部
の
民
」
を
緊
め
て
営
兆
所
に
役
使
し
た
の
で
、
上
の
宮
の
大
娘
の
姫
王
が
発
憤
り
嘆
い
て
『
蘇
我
臣
、
専
国
の

に
関
す
る
史
料
な
ど
も
そ
の
傍
証
と
な
る
か
と
考
え
る
が
、

（
ミ
ヤ

る
の
で
あ
り
、
そ
の
時
期
は
敏
達
六
年
紀
二
月
甲
辰
条
に
、

『
詔
し
て
日
祀
部
・
私
部
を
置
く
』
と
見
え
る
の
を
、
厳
密
な
年
次
は
と
も
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ま

つ

り

ご

と

ほ

し

き

ま

ま

さ

は

ゐ

や

な

き

わ

ざ

な

政
を
攪
に
し
て
、
多
に
無
礼
を
行
す
。

天
に
二
つ
の
日
無
く
、

ふ
た
り
セ
ふ

国
に
二
の
王
無
し
。

的
説
話
で
あ
っ
て
、
単
な
る
文
法
的
解
釈
を
こ
え
る
問
題
が
存
す
る
こ
と
は
、
明
白
で
あ
ろ
う
。

ミ
ヤ
ケ
の
定
立
は
職
業
的
部
の
設
定
と
必
然
的
に
関
係
す
る
。

威
的
主
従
関
係
に
編
成
さ
れ
て
ゆ
く
趨
勢
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
り
、

四
七

よ

こ

こ

ろ

こ

と

ご

と

よ

さ

つ

か

何
に
由
り
て
か
意
の
ま
に
ま
悉
に
封
せ
る
民
を
役
は

む
。
』
と
い
っ
た
と
あ
る
が
、
上
の
宮
（
聖
徳
太
子
）
の
乳
部
に
つ
い
て
蘇
我
氏
の
名
代
的
解
釈
（
そ
の
出
身
し
た
大
族
に
回
収
さ
れ
る
）

に
対
す
る
拒
否
的
な
1

皇
太
子
領
は
皇
太
子
領
と
し
て
伝
領
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
事
実
を
示
す
象
徴

そ
の
事
実
は
後
に
論
ず
る
よ
う
に
地
方
豪
族
が
皇
室
を
中
心
と
す
る
権

そ
れ
以
前
の
名
代
・
子
代
設
定
に
認
め
ら
れ
る
名
誉
観
念
を
基
本

と
す
る
畿
内
大
族
と
地
方
豪
族
の
主
従
関
係
と
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
カ
バ
ネ
そ
の
も
の
も
変
容
す
る
の
で
あ

り
、
職
業
的
部
の
「
職
業
」
と
い
う
概
念
も
、
権
威
的
主
従
関
係
に
即
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
岸
氏
の
文
法
的
解
釈
は
、
最
近
の
研
究
に
も
何
等
の
理
論
を
深
め
る
こ
と
な
く
う
け
つ
が
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
ー
ー
狩
野
久
「
部
民
制
」
、
天
皇
御
領
の
連
続
的
発
展
と
い
う
仮
定
が
厳
格
な
吟
味
を
加
え
る
こ
と
な
く
そ
の
論
拠
と
な
っ
て
い

し
ご
う

る
こ
と
を
示
す
（
な
お
狩
野
氏
は
既
に
指
摘
し
た
津
田
説
ー
~
天
皇
住
地
宮
号
説
を
支
持
す
る
理
由
と
し
て
、
「
王
の
名
号
〔
和
風
謡
号
〕

も
が
り

は
、
王
の
死
後
咳
の
儀
礼
の
な
か
で
お
く
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
生
存
中
の
王
や
王
妃
が
所
有
す
る
部
が
認
号
に
よ
る
の
は
お
か
し
い

和
風
謳
号
を
そ
の
よ
う
に
解
す
る
と
し
て
も
后
妃
や
王
を
出
身
せ
し
め
た
氏
族

へ
の
名
代
・
子
代
の
回
収
の
問
題
が
、
后
妃
や
王
の
死
後
は
じ
ま
る
こ
と
を
思
え
ば
、
少
し
も
お
か
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
）
。

日
本
書
紀
継
体
天
皇
即
位
前
紀
（
武
田
祐
吉
校
註
朝
日
新
聞
社
本
）
よ
り

ま
が
ご
と

お

ほ

と

も

の

か

な

む

ら

お

ほ

む

ら

じ

は

か

い

ま

み

つ

ぎ

あ

め

し

た

い

づ

く

大
伴
金
村
の
大
連
議
り
て
曰
ひ
し
く
、
「
方
今
絶
え
継
嗣
無
し
。
天
の
下
何
所
に
か
心
を
繋
け
む
。
古
よ
り
今
に
い
た
る
ま
で
、
禍
は

古
代
社
会
と
天
皇
制

で
は
な
い
か
」
と
い
っ
て
い
る
が
ー
同
書
、
ご
一
五
頁
ー
、

（
―
-
四
三
）



を
む
か
え
る
と
い
う
方
式
が
決
定
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
。

と
い
っ
て
よ
い
。

か
つ
て
、

世
紀
に
み
ら
れ
た
女
王
卑
弥
呼
の

こ
の
方
式
は
、

何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

大
王
が
あ
く
ま
で
も
戦
闘
王

第
二
六
巻
第
四
•
五
・
六
号

た

ら

し

な

か

つ

ひ

こ

い

つ

つ

ぎ

み

ま

ご

や

ま

と

ひ

こ

た

に

は

く

は

た

ま

ね

が

こ
れ
に
由
り
て
起
れ
り
。
今
足
仲
彦
の
天
皇
の
五
世
の
孫
倭
彦
の
王
、
丹
波
の
国
の
桑
田
の
郡
に
在
せ
り
。
請
は
く
は
、
試
に
兵
伏
を

ま

み

こ

し

は

さ

ま

も

ゆ

き

み

お

ほ

お

み

＊

ほ

む

ら

じ

ら

設
け
、
乗
輿
を
灰
み
衛
り
て
就
き
て
迎
へ
ま
つ
り
、
立
て
て
人
主
と
な
し
ま
つ
ら
む
」
と
い
ひ
き
。
大
臣
大
連
等
も
は
ら
皆
随
ひ
ぬ
。

迎
へ
ま
つ
る
こ
と
計
の
如
く
す
。
こ
こ
に
倭
彦
の
王
、
遥
に
迎
の
兵
を
望
り
、
燿
然
り
て
色
を
失
ひ
、
俯
り
て
山
墾
に
遁
れ
、
詣
る

し

所
を
知
ら
ざ
り
き
。
…
…
…
…
・
・
ー
・

ね
が

。
翼

は

か

を

ほ

と

ひ

と

と

な

り

あ

ま

つ

ひ

つ

ぎ

う

大
伴
金
村
の
大
連
、
ま
た
欝
議
り
て
日
ひ
し
く
、
「
男
大
迩
の
王
、
性
慈
仁
孝
順
に
ま
し
ま
す
。
天
緒
を
承
け
た
ま
ふ
ぺ
し

・

ね

も

こ

ろ

す

す

あ

ま

つ

ひ

つ

ぎ

さ

か

し

る

し

み

こ

し

そ

な

は
く
は
慇
懃
に
勧
進
め
ま
つ
り
て
、
帝
業
を
紹
隆
え
し
め
よ
」
と
い
ひ
し
に
…
…
…
臣
連
等
を
遣
し
て
、
節
を
持
ち
て
法
駕
を
備
へ
て

は

さ

ま

も

つ

は

も

の

よ

そ

ひ

つ

つ

し

み

さ

き

い

ま

し

に

は

か

し

づ

か

三
国
に
迎
へ
ま
つ
る
。
灰
み
衛
る
兵
使
、
容
儀
を
粛
み
整
へ
、
前
駈
警
輝
め
て
奄
然
に
し
て
至
り
つ
。
こ
こ
に
男
大
迩
の
天
皇
、
晏
然

つ

ね

の

ご

と

あ

ぐ

ら

し

り

う

た

げ

を

‘

み

さ

も

ら

ひ

す

め

ら

み

こ

と

ま

に
自
若
く
、
胡
床
に
鋸
坐
り
、
陪
臣
を
斉
へ
列
ね
、
既
に
帝
の
如
く
坐
し
ま
し
き
。

手
白
髪
命
や
、
息
長
真
手
王
の
娘
麻
組
郎
女
の
夫
で
あ
っ
た
継
体
を
大
王
と
し
て
む
か
え
る
際
の
説
話
で
あ
る
。
大
王
の
即
位
の
伝
統

的
思
想
を
つ
た
え
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
注
目
に
価
す
る
。
大
臣
・
大
連
が
主
宰
・
し
た
会
議
で
戦
闘
集
団
を
編
成
し
ヒ
ツ
ギ
ノ
ミ
コ

た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
資
質
（
カ
jJ
ス
マ
）
で
あ
る
こ
と
が
、
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
資
質
を
も
た
な
い
ヒ
ッ
ギ
ノ
ミ
コ
は
、

倭
彦
の
王
の
如
く
、

た
と
え
皇
統
譜
に
あ
る
と
し
て
も
失
格
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
戦
闘
王
た
る
に
ふ
さ
わ
し

い
資
質
の
大
王
で
あ
る
こ
と
が
、
大
臣
・
大
連
・
臣
・
連
等
と
い
っ
た
畿
内
大
族
集
団
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
支
持
さ
れ
る
こ
と
が
、
即
位

の
要
件
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
想
的
意
味
に
お
い
て
っ
た
え
て
い
る
、

『
乃
共
立
一
女
子
為
王
』
と
い
う
『
共
立
』
の
伝
統
が
、
そ
の
思
想
的
意
味
に
お
い
て
は
、

は
る
か
に
後
の
六
世
紀
初
頭
継
体
の
即
位
に

関
法
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順
団
体
）

ま
で
っ
た
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
王
『
共
立
』
の
伝
統
は
、
極
め
て
長
い
間
継
続
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
事
実
は
何
を
意
味
す
る
か
。
大
王
の
権
威
が
、
戦
闘
王
す
な
わ
ち
戦
闘
指
導
と
い
う
非
日
常
的
権
威
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、

ま
ず
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
非
日
常
的
な
権
威
（
異
常
の
際
の
権
威
）
し
か
も
た
な
い
カ
リ
ス
マ
的
王
制
の
本
質
を
あ
ら

わ
し
て
い
る
。

日
常
的
な
政
治
指
導
の
権
力
は
、
相
互
に
競
合
と
協
約
の
関
係
に
あ
る
畿
内
大
族
の
族
長
た
ち
に
掌
握
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
の
日
常
的
な
権
力
的
物
質
的
基
礎
は
、
畿
内
大
族
の
族
長
た
ち
の
手
中
に
あ
る
。
大
王
の
カ
リ
ス
マ
的
権
威
は
、
戦
闘
指
導
に

関
し
て
の
み
発
現
さ
れ
る
。
こ
こ
に
、
初
期
の
名
代
が
畿
内
大
族
の
后
妃
の
名
で
設
定
さ
れ
、

あ
る
と
い
う
必
然
的
な
理
由
が
あ
る
。
次
に
注
意
す
べ
き
は
、
東
ア
ジ
ア
の
政
治
的
激
動
に
ま
き
こ
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
大
王
の
カ
リ

ス
マ
的
権
威
は
強
化
の
方
向
に
む
か
う
が
、

し
か
し
右
述
し
た
よ
う
に
、
六
世
紀
初
頭
に
ま
で
大
王
『
共
立
』
の
伝
説
が
っ
た
え
ら
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
よ
り
し
て
、
大
王
か
ら
天
皇
制
へ
の
変
容
は
、
極
め
て
漸
進
的
な
発
展
の
過
程
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
う
る
の
で
あ
る
。

大
王
か
ら
天
皇
制
へ
の
変
容
の
過
程
、
あ
る
い
は
、
日
本
古
代
国
家
の
形
成
の
過
程
が
極
め
て
漸
進
的
な
発
展
の
過
程
で
あ
る
と
い
う

事
実
は
、
そ
れ
が
カ
リ
ス
マ
的
支
配
の
日
常
化
の
可
能
性
を
意
味
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
リ
ス
マ
的

支
配
か
ら
封
建
制
支
配
へ
の
連
続
的
発
展
を
意
味
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
重
要
で
あ
る
。

こ
れ
と
反
対
に
、
急
速
の
変
容
に
よ
り
集
権
的
体
制
へ
の
途
を
た
ど
る
な
ら
ば
、

し
か
も
大
族
へ
の
回
収
を
約
し
た
名
代
で

カ
リ
ス
マ
的
支
配
は
逆
立
ち
し
、
専
制
主
義
支
配
へ

ー
家
父
長
的
家
産
官
僚
制
支
配
へ
と
逆
行
す
る
。
人
民
団
体
は
真
の
意
味
の
共
同
体
的
性
格
を
喪
失
し
、
強
制
団
体
（
迎
合
団
体
、
恭

へ
と
転
向
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
カ
リ
ス
マ
的
支
配
の
日
常
化
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
漸
進
的
発
展
の
状
況
に
お
い
て

は
、
人
民
団
体
は
そ
の
共
同
体
的
性
格
を
根
本
的
に
は
喪
失
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

古
代
社
会
と
天
皇
制

四七一――

（
―
-
四
五
）
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か
か
る
問
題
関
心
に
即
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
増
田
義
郎
氏
の
「
原
始
共
同
体
は
、
農
耕
、
牧
畜
の
段
階
に
は
い
る
や
い
な
や
、

ち
の
確
立
し
た
階
級
社
会
に
一
直
線
に
つ
な
が
る
社
会
進
化
の
レ
ー
ル
の
上
に
乗
っ
て
し
ま
う
も
の
だ
ろ
う
か
。
農
業
共
同
体
の
族
長
は
、

支
配
者
な
の
だ
ろ
う
か
。
」
と
い
う
問
題
提
起
は
（
「
政
治
社
会
の
諸
形
態
—
ー
底
門
に
首
長
制
社
会
・
地
位
社
会
の
概
念
に
つ
い
て

l

」

〔
思
想
•
四
四
年
一
月
号
所
収
〕
）
示
唆
に
富
む
、と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
増
田
氏
が
「
か
な
り
多
く
の
人
口
が
、
集
中
的
な
政
治

の
焦
点
や
政
治
機
関
を
持
た
ず
に
、
分
節
リ
ー
ニ
ジ
の
体
系
原
理
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
た
社
会
」
と
「
政
治
権
力
の
集
中
し
た
機
関
に
よ

統
合
さ
れ
た
社
会
」
と
の
問
に
、

っ
て
い
て
も
、
地
位
や
富
の
不
平
等
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
く
、

王
権
さ
ほ
ど
強
力
で
な
い
社
会
が
、

ア
フ
リ
カ
に
は
か
な
り
認
め
ら
れ

た
」
と
い
う
事
実
を
指
摘
さ
れ
、
「
デ
イ
デ
ン
・
サ
ウ
ゾ
ル
の
『
分
節
国
家
』

s
e
g
m
e
n
t
a
r
y
s
t
a
t
e
の
概
念
」
を
指
示
さ
れ
た
の
も
（
同

右
述
し
た
カ
リ
ス
マ
的
支
配
の
日
常
化
の
可
能
性
の
問
題
、
カ
リ
ス
マ
的
支
配
か
ら
封
建
制
支
配
へ
の
極
め
て
漸
進
的
な
発
展

過
程
ー
ー
日
本
古
代
国
家
の
形
成
も
か
か
る
過
程
に
お
い
て
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
|
—
と
い
う
問
題
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
深

い
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
騎
馬
民
族
国
家
説
な
る
も
の
は
、
天
皇
制
集
権
国
家
の
新
た
な
る
神
話
的
思
考
の
復
活
に
す
ぎ
ず
、

大
王
か
ら
天
皇
制
へ
の
極
め
て
漸
進
的
な
発
展
の
過
程
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
裁
判
権
さ
え
も
有
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
日
本
古

代
の
人
民
共
同
体
の
自
治
的
力
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
農
民
で
あ
る
が
故
に
、
闘
争
や
抵
抗
の
力
を
有
し
な
い
と
い
っ
た
荒
唐
無

稽
な
仮
定
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
た
発
想
に
す
ぎ
な
い
。

周
知
の
如
く
、
小
林
行
雄
氏
は
、
同
箔
鏡
の
分
与
に
つ
い
て
「
同
箔
の
三
角
縁
神
獣
鏡
の
分
布
に
関
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
の
特
殊
な
分
有

関
係
が
成
立
す
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
多
く
の
偶
然
の
累
積
な
ど
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
京
都
府
大
塚
山

論
文
）
、

「
中
間
的
な
移
行
型
」
が
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

「
王
制
や
、
そ
れ
に
附
属
す
る
機
関
を
そ
な
え
て

専
制
国
家
の
王
と
本
質
的
に
こ
と
な
ら
ぬ
支
配
者
な
の
だ
ろ
う
か
。

彼
は
、

収
奪
し
搾
取
す
る
と
い
う
点
で
は
資
本
家
と
同
じ
経
済
的

関
法

四
七
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既
述
し
た
よ
う
に
、
初
期
の
名
代
・
子
代
の
后
妃
の
名
を
つ
け
た
、
あ
る
い
は
天
皇
・
皇
子
の
幼
名
を
つ
け
た
こ
と
の
意
義
が
重
要
で

あ
る
こ
と
、
名
代
・
子
代
設
定
の
主
体
は
、
后
妃
を
出
身
せ
し
め
た
畿
内
大
族
の
族
長
た
ち
で
あ
り
、
回
収
を
約
し
た
設
定
で
あ
る
こ
と

を
考
証
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
同
箔
鏡
授
与
の
主
体
た
り
し
京
都
府
大
塚
山
古
墳
の
被
葬
者
の
推
定
に
も
関
連
す
る
。
小
林
氏
自
身
、

こ
の
被
葬
者
を
大
王
そ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
な
い
点
が
重
要
で
あ
る
。
小
林
氏
は
、
外
戚
の
一
人
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
も

推
定
さ
れ
て
い
る
。
同
箔
鏡
の
分
与
関
係
が
カ
バ
ネ
の
授
与
関
係
に
接
続
す
る
と
す
れ
ば
、
カ
パ
ネ
授
与
|
ー
名
代
・
子
代
設
定
の
主
体

古
代
社
会
と
天
皇
制

の
伝
統
が
包
括
さ
れ
る
、
と
考
察
す
べ
き
で
あ
る
。

鏡
群
の
か
つ
て
の
所
有
者
が
、
各
地
の
首
長
に
対
し
て
自
己
の
管
理
す
る
同
箔
鏡
を
分
与
し
た
と
い
う
事
実
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
京
都
府
大
塚
山
古
墳
の
被
葬
者
と
い
う
畿
内
の
一
首
長
が
、
全
国
各
地
の
首
長
に
対
し
て
、

鏡
を
分
与
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
え
た
と
す
れ
ば
、

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
、
あ
た
え
る
側
と
う
け
る
側
と
が
対
等
の
交
渉
で
は
、
こ
れ
ほ
ど
の
広
範
囲
に
わ
た
る
結
果
は
生
じ
ま
い
。
」

と
の
べ
ら
れ
、
京
都
府
大
塚
山
古
墳
の
被
葬
者
に
つ
い
て
「
そ
れ
は
あ
る
い
は
、
武
埴
安
彦
の
よ
う
に
、
大
和
の
最
高
統
治
者
の
地
位
を

争
う
資
格
の
あ
っ
た
ほ
ど
の
人
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、
山
背
の
大
国
不
遅
（
垂
仁
紀
三
四
年
）
の
よ
う
な
、
お
も

お
も
し
い
名
を
負
う
た
外
戚
の
一
人
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
」
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
「
古
墳
時
代
の
研
究
」
）
。

同
箔
鏡
の
古
墳
へ
の
副
葬
の
時
期
の
下
限
を
、
小
林
氏
は
、

な
る
。

四
七
五

そ
れ
ぞ
れ
同
箔

そ
れ
は
決
し
て
貢
納
の
意
味
で
は
な
く
、
か
な
ら
ず
や
恩
賜
の
意
味
で
あ

四
世
紀
後
葉
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
す
る
と
、
同
箔
鏡
分
与
の
時

期
は
、
名
代
・
子
代
設
定
の
時
期

l

カ
バ
ネ
（
名
誉
観
念
を
本
質
と
す
る
）
授
与
の
時
期
の
前
史
と
し
て
、
そ
れ
に
接
続
す
る
こ
と
と

カ
バ
ネ
授
与
（
名
代
子
代
設
定
）
に
象
徴
さ
れ
る
名
誉
観
念
を
基
本
と
す
る
畿
内
大
族
と
地
方
豪
族
と
の
主
従
関
係
が
は
る
か
に

同
箔
鏡
の
恩
賜
的
分
与
の
時
期
に
ま
で
遡
る
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
性
格
の
主
従
関
係
の
伝
統
継
続
の
強
靱
さ
に
こ
そ
、
大
王
『
共
立
』

(
-
―
四
七
）



が
后
妃
を
出
し
た
畿
内
大
族
で
あ
る
と
い
う
こ
と
よ
り
し
て
、
同
箔
鏡
分
与
関
係
の
主
体
1

京
都
府
大
塚
山
古
墳
の
被
葬
者
が
外
戚
の

一
人
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
が
濃
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
岸
俊
男
氏
の
「
建
波
適
安
王
叛
乱
伝
承
や
こ
れ
を
征
討

し
た
ワ
ニ
氏
の
地
理
的
位
置
か
ら
は
、
小
林
行
雄
氏
の
一
連
の
同
箔
鏡
研
究
の
主
体
と
な
っ
て
い
る
南
山
城
の
京
都
府
相
楽
郡
高
麗
村
椿

後
考
を
ま
つ
こ
と
と
し
た
い
。
」
と
い
う
指
摘
は
（
同
書
、
八
九
頁
）
、

ネ
授
与
関
係
（
名
代
子
代
設
定
に
内
在
す
る
主
従
関
係
の
形
成
）
の
前
史
と
し
て
の
同
箔
鏡
分
与
関
係
を
考
察
す
る
と
い
う
関
心
に
も
と

川
上
多
助
氏
の
古
典
的
業
績
「
部
の
研
究
」
（
「
日
本
古
代
社
会
史
の
研
究
」
所
収
）
は
、
理
論
的
に
は
克
服
さ
る
べ
き
限
界
を
有
し
て

い
る
が
、
記
念
的
部
（
名
代
子
代
）
か
ら
職
業
的
部
へ
の
変
遷
と
い
う
構
想
を
示
さ
れ
た
こ
と
、
名
代
・
子
代
の
設
定
に
と
も
な
う
畿
内

大
族
と
地
方
豪
族
と
の
関
係
を
示
唆
さ
れ
た
こ
と
に
お
い
て
、
問
題
関
心
が
矮
少
化
し
た
現
代
の
研
究
状
況
に
対
し
、
な
お
意
義
を
有
す

る
も
の
と
し
て
か
え
り
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
喜
田
貞
吉
氏
の
研
究
「
御
名
代
・
御
子
代
考
」
も
、
同
様
の
意
義
を
有
す
る
。

播
磨
風
土
記

こ

し

ぺ

ふ

る

み

こ

し

ろ

み

こ

し

ろ

な

づ

越
部
の
里
旧
き
名
は
皇
子
代
の
里
。
土
は
中
の
中
な
り
。
皇
子
代
と
号
く
る
ゆ
ゑ
は
、
勾
の
宮
の
天
皇
の
世
〔
校
注
安
閑
紀
二
年
五
月
に

播
鹿
国
越
部
屯
倉
と
あ
る
〕
、
寵
人
、
但
馬
君
小
津
、
寵
を
蒙
り
、
姓
を
賜
ひ
て
皇
子
代
君
と
な
し
、

こ
し
ろ

子
代
の
村
と
い
ふ
。

ヘ
奉
ら
し
め
た
ま
ひ
き
。

出
雲
風
土
記

か
れ
、

風
土
記
（
小
島
喫
礼
校
注
角
川
文
庫
本
）
よ
り

づ
く
な
ら
ば
、
極
め
て
重
要
な
意
味
を
お
び
て
く
る
の
で
あ
る
。

井
大
塚
山
古
墳
の
問
題
が
大
き
く
か
ら
ん
で
く
る
と
思
う
が
、

関
法
第
二
六
巻
第
四
•
五
・
六
号

宅
を
こ
の
村
に
造
り
て
、
仕

四
七
六

(
-
―
四
八
）

カ
バ



ひ

し

ろ

あ

め

の

し

た

し

ら

し

め

し

し

釦
釦
の
郷
。
…
…
町
印
の
桧
代
の
宮
に
御
宇
天
皇
〔
校
注
景
行
天
皇
〕

た

け

る

ぺ

か

む

と

の

お

み

ふ

る

ね

ま
ひ
て
、
健
部
を
定
め
給
ひ
き
。
そ
の
時
、
神
門
臣
古
禰
を
、

す

で
、
な
ほ
こ
こ
に
居
め
り
。

い
ず
れ
も
、
名
代
・
子
代
の
設
定
に
地
方
豪
族
へ
の
賜
姓
（
名
誉
観
念
を
本
質
と
す
る
）
が
と
も
な
う
こ
と
を
示
し
た
記
録
で
あ
る
。

本
稿
の
は
じ
め
に
あ
げ
た
允
恭
天
皇
記
の
氏
姓
を
正
す
ク
ガ
ク
チ
と
名
代
の
設
定
と
が
深
い
関
連
に
お
い
て
し
る
さ
れ
て
い
る
記
録
等
を

あ
わ
せ
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
名
代
・
子
代
の
設
定
と
賜
姓
の
必
然
的
な
関
係
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
、

た
け
る
ぺ
の
＊
み
た
ち
い
に
し
へ

風
土
記
の
『
健
部
臣
等
、
古
よ
り
今
に
至
る
ま
で
、
な
ほ
こ
こ
に
居
め
り
。
か
れ
、

た
も
の
で
あ
る
が
、
健
部
の
設
定
が
出
雲
の
豪
族
の
名
望
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
豪
族
支
配
の
も
と
に
あ
る
人
民
団
体
の
共
同
体

的
性
格
を
変
容
せ
し
め
る
も
の
で
な
く
、

め
た
畿
内
大
族
と
の
主
従
関
係
に
編
成
し
た
も
の
、

三
年
な
い
し
は
五

0
三
年
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
四
四
三
年
で
あ
れ
ば
允
恭
天
皇
の
時
代
で
あ
る
）
隅
田
八
幡
宮
所
蔵
人
物
画
像
鏡
銘
『
開

（
河
内
寵
）
で
あ
る
よ
う
に
、
地
方
豪
族
の
カ
バ
ネ
で
あ
る
こ
と
は
、
賜
姓
が
地
方
豪
族
へ
の
賜
姓
か
ら
は
じ
ま
る
と
い
う
事

実
を
象
徴
す
る
。

こ
れ
に
反
し
、
継
体
天
皇
以
降
、

乳
部
の
設
定
は
、
畿
内
大
族
へ
の
回
収
を
約
さ
れ
ざ
る
・
す
な
わ
ち
次
代
の
天
皇
、
皇
后
、
皇
太
子
へ
の
伝
領
と
い
う
性
格
を
有
す
る
天

皇
御
領
、
皇
后
領
、
皇
太
子
領
の
設
定
を
意
味
す
る
。
田
庄
の
定
立
も
か
か
る
時
期
に
お
い
て
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

古
代
社
会
と
天
皇
制

中
費
直
』

か
れ
、

健
部
と
い
ふ
。

四
七
七

健
部
と
い
ふ
。
』
と
い
う
記
録
は
、

あ

や

ま

と

た

け

t
0

の

「
朕
が
御
子
、
倭
健
の
命
の
御
名
を
忘
れ
じ
」
と
勅
り
た

た
け
る
ぺ
の
お
み
た
ち
い
に
し
へ

健
部
と
定
め
給
ひ
き
。
す
な
は
ち
、
健
部
臣
等
、
古
よ
り
今
に
至
る
ま

と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
出
雲

伝
承
を
つ
た
え

そ
の
ま
ま
の
形
で
畿
内
大
族
と
の
主
従
関
係
に
編
成
し
た
も
の
ー
ー
ー
大
王
の
后
妃
を
出
身
せ
し

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
金
石
文
と
し
て
の
カ
バ
ネ
の
初
出
が
、
四
四

と
く
に
安
閑
天
皇
紀
に
多
く
の
記
載
が
み
ら
れ
る
ミ
ヤ
ケ
の
設
定
、

そ
れ
に
や
や
お
く
れ
る
私
部
、

（
―
-
四
九
）



ミ
ヤ
ケ
ー
~
田
部
の
定
立
に
、

め
る
の
で
あ
る
。

つ
い
て
、
井
上
辰
雄
氏
は
、
安
閑
紀
に
諸
国
に
二
五
屯
倉
が
理
由
を
示
す
こ
と
な
く
一
挙
に
創
設
さ
れ
た
と
あ
る
が
、

ー

穂

波

、

鎌

が

筑

紫

国

、

膝

碕

、

我

鹿

が

豊

国

に

、

春

日

部

を

火

国

に

数

え

る

が

、

こ

れ

ら

は

か

つ

て

磐

井

が

が
、
，
そ
れ
で
あ
る
。

し
か
し
、

桑
原
、

肝
等
、

大
抜
、

「
朝
廷
に
於
て
開
拓
し
た
地
に
置
か
れ
た
も
の
」

「
罪
を
免
か
れ
る
為
に
臣
下
の
献
上
し
た
地
に

権
力
的
物
質
的
基
礎
が
確
立
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

ミ
ヤ
ケ
に
対
応
す
る
人
的
側
面
は
、
ほ
と
ん
ど
田
部
と
し
て
記
紀
に
し
る
さ
れ
て
い
る
。
ミ
ヤ
ケ
の
定
立
は
、
職
業
的
部
と
し
て
の
田

部
の
定
立
を
意
味
す
る
、

と
考
察
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

関
法
第
二
六
巻
第
四
・
五
・
六
号

（
―
-
五

0
)

ミ
ヤ
ケ
と
職
業
的
部
と
は
相
対
応
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
天
皇
制
の

ミ
ヤ
ケ
ー
職
業
的
部
の
定
立
は
、

皇
室
と
地
方
豪
族
の
権
威
的
主
従
関
係

（
忠
誠
観
念
を
本
質
と
す
る
）
の
成
立
を
意
味
す
る
。
カ
バ
ネ
の
授
与
を
と
も
な
う
こ
と
が
多
い
が
、

恩
賜
で
は
な
く
し
て
、
身
分
貶
下
と
い
う
意
味
の
カ
バ
ネ
の
授
与
で
あ
る
こ
と
が
あ
る
。

か
つ
て
の
そ
れ
の
よ
う
に
名
誉
の

こ
の
よ
う
な
主
従
関
係
の
変
容
は
、
人
民
共
同

体
の
性
格
に
も
微
妙
な
変
容
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。
欽
明
天
皇
紀
に
屯
倉
の
田
部
に
戸
籍
の
実
施
を
示
唆
す
る
記
録
が
認
め
ら
れ
る
の

岸
俊
男
氏
の
「
『
戸
』
と
い
う
の
は
帰
化
人
の
特
定
の
集
団
を
限
っ
て
付
さ
れ
た
カ
バ
ネ
に
類
す
る
称
呼

で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
指
摘
（
「
日
本
に
お
け
る
『
戸
』
の
源
流
」
）
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
戸
籍
の
実

施
が
百
済
系
帰
化
族
か
ら
は
じ
ま
る
と
い
う
の
は
、
戸
籍
制
度
実
施
と
い
う
政
策
の
貫
徹
度
に
一
定
の
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
せ
し

「
諸
国
の
国
造
等
の
豪
族
に
対
し
て
、
法
的
軍
事
的
強
制
に
よ
っ
て
献
上
設
置
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
」

「
豪
族
の
積
極
的
献
上
に
よ
る
も
の
」

置
か
れ
た
も
の
」
の
四
種
類
が
区
別
さ
れ
て
い
る
（
矢
島
栄
一
「
古
代
史
に
於
け
る
屯
倉
の
意
義
」
）
。

し
か
し
、

こ
の
点
に

ミ
ャ
ヶ
定
立
の
最
も
典
型
的
な
事

つ
く
し
の
き
み
く
ず
こ

例
は
、
筑
紫
の
磐
井
の
反
乱
で
あ
り
、
そ
の
克
服
に
よ
る
ミ
ヤ
ケ
の
定
立
で
あ
っ
て
、
継
体
天
皇
紀
二
二
年
十
二
月
に
『
筑
紫
君
葛
子
、

か

ぞ

よ

つ

み

な

お

そ

か

す

や

み

や

け

た

て

ま

つ

こ

ろ

す

つ

み

あ

が

な

ね

が

父
に
坐
り
て
誅
は
え
む
こ
と
を
恐
り
て
、
糟
屋
の
屯
倉
を
献
り
て
死
罪
を
贖
は
む
こ
と
を
求
ひ
き
。
』
と
あ
る
記
録
で
あ
る
。

「
そ
の
内
、

八
倉

四
七
八



こ
と
が
、
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
評
造
制
は
国
造
制
を
ゆ
た
か
に
継
承
し
た
存
在
」
と
さ
れ
な
が
ら
も
、

四
七
九

『
掩
拠
』
し
た
地
域
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
こ
れ
は
、
磐
井
の
子
、
筑
紫
君
葛
子
の
糟
屋
屯
倉
と
同
じ
く
叛
乱
に
加
担
し
た
贖
罪
と
い
う
形

そ
れ
ぞ
れ
の
族
長
か
ら
彼
等
の
所
有
し
て
い
た
土
地
を
提
出
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
」

の
政
治
史
的
意
義
』
序
説
」
ー
「
論
集
日
本
歴
史
I
大
和
王
権
」
一
〇
六
頁
」
）
。

「
カ
バ
ネ
の
思
想
と

の
評
造
は
春
米
連
広
国
の

筑
紫
君
葛
子
が
『
求
贖
死
罪
』
め
る
た
め
に
献
じ
た
糟
屋
屯
倉
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
如
く
、
次
の
よ
う
な
妙
心
寺
の
鐘
銘
が
あ
る
。

（
文
武
二
年
）

〔
妙
心
寺
鐘
銘
〕
戊
戌
年
四
月
十
三
日
壬
寅
収
、
糟
屋
評
造
春
米
連
広
国
鋳
＞
鐘

井
上
光
貞
氏
は

身
分
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
、
も
は
や
官
名
で
な
い
と
み
ら
れ
る
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
（
「
日
本
古
代
国
家
の
研
究
」
三
九
三
頁
以
下
）
。

つ

く

し

い

は

ゐ

『
竺
紫
の
君
石
井
』
と
記
し
て
い

る
が
、

磐
井
の
『
掩
拠
』
し
た
地
域
は
、
井
上
辰
雄
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
広
大
で
あ
っ
て
、
古
事
記
は
、

つ
く
し
く
に
の
み
や
つ
こ
い
は
ゐ

日
本
書
紀
は
、
こ
と
さ
ら
に
限
定
的
な
表
現
『
筑
紫
の
国
造
磐
井
』
を
用
い
て
い
る
。
古
事
記
の
記
載
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。
妙

心
寺
鐘
銘
の
評
造
が
国
造
制
を
ゆ
た
か
に
継
承
し
た
と
し
て
も
、

族
と
考
え
ら
れ
る
広
国
が
『
春
米
』
と
い
っ
た
職
業
的
部
を
名
に
負
う
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
身
分
貶
下

の
事
実
を
把
握
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
糟
屋
屯
倉
の
定
立
と
身
分
貶
下
と
の
必
然
的
な
関
連
を
認
め
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
確
実
に

カ
バ
ネ
に
反
映
し
、
名
誉
観
念
を
本
質
と
す
る
カ
バ
ネ
か
ら
、
忠
誠
観
念
を
本
質
と
す
る
カ
バ
ネ
ヘ
と
、

カ
バ
ネ
に
関
す
る
最
近
の
注
目
す
べ
き
研
究
と
し
て
北
村
文
治
氏
の
「
カ
バ
ネ
の
制
度
に
関
す
る
新
研
究
序
説
」

姓
の
制
度
」
が
あ
る
。
示
唆
に
富
む
研
究
で
あ
る
が
、

古
代
社
会
と
天
皇
制

で、

「
『
糟
屋
評
造
』

さ
ら
に
限
定
的
な
身
分
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
石
井
の
一

カ
バ
ネ
制
度
を
変
容
せ
し
め
た

カ
バ
ネ
と
右
述
し
た
よ
う
な
名
代
・
子
代
…
…
ミ
ヤ
ケ
の
設
定
と
対
応
の
関
係
を

（
―
-
五
一
）

と
の
べ
ら
れ
て
い
る
（
「
『
ミ
ヤ
ケ
制



と
の
べ
ら
れ
て
い
る
（
「
カ
バ
ネ
の
思
想
と
姓
の
制
度
」
）
。
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二
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考
察
し
て
い
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
基
本
的
な
欠
陥
を
示
し
て
い
る
。

北
村
氏
は
記
紀
の
カ
バ
ネ
の
記
録
に
つ
い
て
懐
疑
的
態
度
を
貫
ぬ
い
て
い
る
が
、

・
直
・
造
・
首
・
史
•
吉
士
・
県
主
・
倉
人
・
狛
と
い
う
呼
称
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

に
臣
・
連
が
八
姓
賜
姓
に
近
い
こ
ろ
の
政
府
の
考
案
だ
と
す
れ
ば
、
他
の
呼
称
も
ま
た
、

と
す
れ
ば
、

上
記
①
③
の
『
氏
上
』
対
策
〔
天
武
十
三
年
三
月
詔
、

『
部
曲
』
が
廃
止
さ
れ
て
公
民
化
が
進
む
天
武
四
年
前
後
、
と
も
か
く
も
天
武
朝
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

の
も
、
天
智
三
年
の
『
氏
上
』
対
策
も
、
同
時
に
冠
位
制
を
制
定
し
て
官
人
対
策
を
は
か
っ
て
い
る
か
ら
、
或
い
は
構
想
と
し
て
は
す
で

に
出
来
つ
つ
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
政
局
を
み
る
と
こ
の
こ
ろ
は
対
外
的
に
急
を
要
す
る
時
代
で
あ
っ
て
、
諸
氏
族
を
全
国
的
な
規

模
で
秩
序
だ
て
る
ほ
ど
の
余
裕
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
壬
申
の
乱
を
経
過
し
た
天
武
初
年
か
ら
、
政
府
は
着
々
と
官
人
考
選
の

け
れ
ば
、

対
策
を
打
ち
出
し
て
お
り
、
諸
氏
族
へ
の
権
力
的
態
度
も
書
紀
の
記
載
す
る
ご
と
く
で
あ
る
。
私
は
、

か
な
り
厖
大
な
氏
族
対
策
と
し
て
の
『
姓
の
制
度
』
を
施
行
す
る
こ
と
は
、
事
務
処
理
的
に
不
可
能
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
」

す
な
わ
ち
、
安
定
し
た
政
権
で
な
け
れ
ば
、
氏
族
対
策
と
し
て
の
カ
バ
ネ
制
度
実
施
は
事
務
処
理
的
に
困
難
と
い
う
の
が
、
そ
の
理
論

的
根
拠
で
あ
る
。
安
定
し
た
政
権
に
よ
る
氏
族
対
策
と
し
て
の
身
分
秩
序
と
し
て
の
カ
バ
ネ
制
度
と
い
う
想
定
（
そ
こ
に
は
カ
バ
ネ
を
大

和
王
権
の
身
分
秩
序
と
す
る
1

石
母
田
正
氏
の
理
論
の
影
響
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
石
母
田
氏
の
見
解
に
つ
い
て
は
批
判
す
べ
き
諸
点

そ
の
時
期
は
、

度
の
高
い
記
事
と
み
て
、
八
姓
賜
姓
を
う
け
た
も
の
は
、

一
斉
連
姓
賜
姓
を
含
め
て
、

な
問
題
も
、
北
村
氏
の
見
解
は
、
何
等
配
慮
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

関
法

し
た
が
っ
て
、

J

の
よ
う
に
安
定
し
た
政
権
で
な

カ
バ
ネ
そ
の
も
の
の
性
格
の
変
容
と
い
う
重
要

そ
の
究
極
的
な
論
拠
は
、

そ
れ
ら
の
姓
を
う
け
る
以
前
、
公
・
君
・
臣
・
連

し
か
し
、
先
に
考
え
た
よ
う
に
、

そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
の
考
案
と
考
え
て
よ
く
、

天
武
十
一
年
十
二
月
詔
〕
と
同
じ
頃
、

四
八
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二
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と
い
う

遡
っ
て
も

「
書
紀
の
天
武
紀
を
信
憑

と
く



が
存
す
る
が
、
今
は
紙
数
制
約
の
た
め
省
略
す
る
）
に
は
、
競
合
し
協
約
す
る
畿
内
大
族
が
名
代
・
子
代
の
設
定
に
よ
り
地
方
豪
族
と
の

主
従
関
係
を
形
成
し
、

そ
れ
を
通
じ
て
勢
力
を
拡
大
し
て
ゆ
く
趨
勢
の
産
物
こ
そ
、

四
八

カ
バ
ネ
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
欠
如
し
て
い
る
。
安

定
し
た
政
権
で
は
な
く
し
て
激
動
す
る
政
権
の
産
物
こ
そ
、
始
元
の
カ
バ
ネ
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
欠
如
し
て
い
る
。
単
な
る
氏
族
対
策

で
は
な
く
し
て
最
も
重
大
な
主
従
関
係
と
い
う
政
治
組
織
の
結
成
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
欠
如
し
て
い
る
。

北
村
氏
の
想
定
が
カ
バ
ネ
を
一
本
調
子
な
身
分
秩
序
と
考
え
、
前
期
と
後
期
の
カ
バ
ネ
の
本
質
に
微
妙
な
変
容
が
あ
る
こ
と
を
看
過
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
理
論
的
欠
陥
は
、
氏
の
考
証
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
北
村
氏
は
「
カ
バ
ネ
を
中
心
に
考
え
れ
ば
、
少

な
く
と
も
仁
徳
朝
以
後
（
下
巻
）
に

11

カ
バ
ネ
の
時
代
“
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、

そ
し
て
そ
れ
と
は
違
ふ
系
統
と
し
て
の

II

カ
バ
ネ
の
な

い
時
代
“
す
な
わ
ち
fl

祖
先
の
時
代
11

が
神
武
朝
以
後
（
中
巻
以
後
）
継
体
朝
ご
ろ
（
下
巻
）
ま
で
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…

し
か
し
て
記
紀
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
世
代
が
、
応
神
・
仁
徳
朝
ご
ろ
よ
り
推
古
朝
ご
ろ
ま
で
、
す
な
わ
ち
四
世
紀
半
ご
ろ
か
ら

六
世
紀
後
半
ご
ろ
ま
で
、
約
二
世
紀
に
わ
た
っ
て
重
複
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
帝
紀
的
な
編
年
構
成
に
お
い
て
は
と
も
か
く
と
し
て
、

そ

と
の
べ
ら
れ
て
い
る
（
「
カ
バ
ネ
の
制
度
に
関
す
る
新
研
究
序
説
ー
「
論
集
日
本

し
か
し
、
既
に
く
り
か
え
し
て
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
ミ
ヤ
ケ
、
私
部
、
乳
部
の
定
立
に
と
も
な
い
カ
バ
ネ
の
本
質
に
変
容
が
あ
ら

わ
れ
て
く
る
。
身
分
貶
下
の
問
題
も
あ
る
。
変
容
せ
る
カ
バ
ネ
が
新
た
な
る
カ
バ
ネ
と
し
て
成
立
す
る
場
合
、

伝
承
を
も
つ
こ
と
は
、
当
然
に
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
古
代
日
本
に
お
け
る
大
王
か
ら
天
皇
制
成
立
へ
の
変
容
は
、

で
あ
り
、

古
代
社
会
と
天
皇
制

歴
史
I
大
和
政
権
」
一
六
四
頁
以
下
」
。

そ
れ
は
少
し
も
矛
盾
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

れ
自
身
の
客
観
的
な
年
代
構
成
と
し
て
は
矛
盾
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」

そ
の
時
点
に
お
い
て
祖
先

カ
リ
ス
マ
的
支
配
の
日
常
化
の
可
能
性
を
示
す
も
の

カ
リ
ス
マ
的
支
配
か
ら
原
始
的
な
封
建
制
支
配
へ
の
極
め
て
漸
進
的
な
発
展
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
大
王
『
共
立
』

（
―
-
五
三
）



附
記
近
頃
の
私
は
、
近
世
法
の
研
究
と
被
差
別
部
落
の
起
源
の
解
明
に
熱
中
し
て
い
る
。
し
か
し
、
激
情
と
闘
争
の
時
代
で
あ
る
古
代
史
に
対
す
る

関
心
は
、
常
に
い
だ
き
つ
づ
け
て
き
た
。
こ
の
た
び
名
代
と
姓
を
中
心
と
す
る
古
代
天
皇
制
の
諸
問
題
を
再
考
察
す
る
機
縁
を
得
た
こ
と
に
よ
り
、

古
代
史
へ
の
関
心
が
よ
み
が
え
っ
て
き
た
よ
う
な
感
が
あ
る
。
私
の
見
解
に
対
し
曲
解
に
も
と
づ
く
批
判
を
な
し
た
も
の
に
つ
い
て
の
根
本
的
吟
味

は
、
近
い
将
来
行
う
予
定
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
シ
ン
ボ
ジ
ウ
ム
日
本
歴
史
律
令
国
家
論
」
の
諸
氏
の
発
言
ー
ー
こ
れ
ら
の
諸
氏
の
論
文
に
は
啓

発
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
け
れ
ど
も
|
|
そ
の
発
言
は
、
軽
率
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
佐
藤
宗
諄
「
律
令
太
政
官
制
と
天
皇
」

は
、
「
大
系
日
本
国
家
史
ー
古
代
」
と
題
す
る
も
の
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
が
、
古
代
国
家
論
が
ハ
ン
コ
の
問
題
を
中
心
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
と
い

う
矮
少
さ
を
示
し
て
い
る
が
、
ハ
ン
コ
を
お
す
主
体
に
関
す
る
考
察
を
欠
如
す
る
と
い
う
理
論
的
欠
陥
を
暴
露
し
て
い
る
。
野
田
嶺
志
「
日
本
律
令

軍
制
の
特
質
」
（
日
本
史
研
究
七
六
号
）
は
、
そ
の
付
記
に
よ
れ
ば
、
門
脇
禎
二
氏
、
原
秀
三
郎
氏
、
佐
藤
宗
諄
氏
、
河
音
能
平
氏
の
「
御
助
力
」

を
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
結
論
た
る
や
、
「
以
上
の
考
察
か
ら
、
日
本
律
令
国
家
の
軍
事
体
制
は
天
皇
に
よ
る
強
力
な
中
央
集
権
軍
事

体
制
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
分
っ
た
。
又
、
そ
の
軍
事
活
動
は
、
常
備
軍
体
制
と
い
う
べ
き
も
の
に
よ
っ
て
で
な
く
、
き
わ
め
て
臨
時
的
性
格
を
も

っ
て
、
各
個
の
目
的
地
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
」
と
い
う
奇
妙
な
も
の
で
、
平
均
均
論
理
能
力
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
そ
し
て
ま
た

軍
事
制
度
の
歴
史
を
広
く
考
証
す
る
な
ら
ば
、
中
央
集
権
軍
事
体
制
の
根
幹
を
な
す
も
の
こ
そ
、
常
備
軍
体
制
と
考
察
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
臨
時
的

性
格
の
軍
制
は
、
反
集
権
的
軍
事
体
制
に
対
応
す
る
、
と
把
握
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
論
理
的
破
綻
を
暴
露
し
て
い
る
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ

れ
ら
を
は
じ
め
と
す
る
諸
論
文
の
根
本
的
吟
味
は
、
右
述
し
た
よ
う
に
、
近
い
将
来
行
う
で
あ
ろ
う
。

の
伝
統
の
長
く
湿
存
さ
れ
た
理
由
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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