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古代・中世の「家Jと家族

中
世
の
家
族
を
み
る
時
、
血
縁
親
族
以
外
に
、
養
子
・
猶
子
な
ど
と
し
て
非
血
縁
の
人
物
が
家
族
の
中
に
入
っ
て
く
る
こ
と
が
し
ば

し
ば
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
こ
の
猶
子
や
、
擬
制
的
な
親
子
関
係
で
あ
る
烏
帽
子
親
l
子
の
関
係
は
、
中
世
社
会
に
特
有
の
慣
行
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
中
世
の
家
族
、
「
家
」
を
検
討
す
る
な
か
で
、
こ
の
よ
う
な
非
血
縁
的
要
素
が
、
な
ぜ
血
縁
組
帯
の
中

に
入
り
込
む
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

日
本
の
家
族
制
度
を
通
観
さ
れ
た
論
考
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
業
績
と
も
い
う
べ
き
福
尾
猛
市
郎
氏
の
『
日
本
家
族
制
度
史
概

①
 

説
』
に
は
、
中
世
の
養
子
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
令
の
養
子
制
は
、
家
を
一
つ
の
生
命
と
し
、
そ
の
継
嗣
を
尊
重

す
る
目
的
か
ら
起
こ
る
の
で
あ
る
が
、
平
安
時
代
以
降
と
く
に
武
家
の
養
子
制
は
、
そ
れ
以
外
に
広
く
一
族
や
従
者
を
大
家
族
的
な
精

神
を
も
っ
て
包
容
す
る
日
本
社
会
の
あ
り
方
に
連
な
る
も
の
で
あ
り
、
養
子
の
制
度
も
そ
の
現
わ
れ
と
み
る
べ
き
で
あ
る

0
1

家
の
継
嗣
を
目
的
と
し
た
養
子
制
か
ら
、
他
人
を
包
含
す
る
大
家
族
(
武
士
団
)
へ
の
変
化
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

J
家」

が
現
実
に
氏
か
ら
分
化
し
て
く
る
時
期
を
令
制
の
時
代
に
み
て
よ
い
の
か
と
い
う
点
、
律
令
の
施
行
に
よ
っ
て
養
子
制
度
が
た
だ
ち
に

す
べ
て
の
階
層
に
定
着
し
た
と
し
て
よ
い
の
か
と
い
う
点
、
他
人
を
養
子
や
猶
子
と
し
て
家
族
に
包
含
し
た
平
安
期
以
降
の
家
族
は
、

寸
大
家
族
的
な
あ
り
方
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
点
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
導
き
出
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
念
頭
に
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置
き
つ
つ
、
養
子
を
通
し
て
、
「
家
L

の
成
立
と
そ
れ
に
よ
る
家
族
の
変
質
過
程
を
追
究
し
て
み
た
い
と
思
う
。

中
世
の
在
地
領
主
の
「
家
」
に
つ
い
て
は
、
石
井
進
氏
の
「
イ
エ
支
配
の
独
立
・
不
可
侵
性
L

を
「
日
本
中
世
社
会
の
分
権
的
・
多

元
的
構
造
の
中
核
を
な
す
も
の
」
と
す
る
説
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
義
を
も
っ
在
地
領
主
の
「
イ
エ
支
配
L

と
は
、
石
井
氏
に
よ
れ

ば
、
①
中
核
に
あ
る
家
・
館
・
屋
敷
、
②
周
囲
に
ひ
ろ
が
る
直
営
田
、
③
さ
ら
に
周
辺
部
の
地
域
単
位
(
庄
・
郷
・
保
・
村
な
ど
で
、

地
頭
の
職
権
を
行
使
し
て
支
配
)
の
三
者
か
ら
な
り
、
こ
れ
ら
は
ま
た
三
重
の
関
心
円
を
形
づ
く
っ
て
お
り
、
①
の
拡
大
発
展
、
③
の

③
 

外
円
部
全
体
の
吸
収
と
い
う
方
向
性
を
も
っ
て
い
る
、
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
大
山
喬
平
氏
は
、
イ
エ
支
配
の
図
式
は
在
地
領
主

④
 

を
直
接
の
対
象
と
し
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
村
落
領
主
に
も
名
主
層
に
も
適
用
で
き
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
近
年
「
家
L

は
、
在
地
領
主
の
領
域
支
配
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
中
世
社
会
の
特
質
を
示
す
も
の
と
の
位
置
づ

け
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
領
主
支
配
の
面
は
一
ま
ず
措
い
て
、
家
の
継
承
の
面
を
中
心
に
、
そ
こ
で
の
養
子
の
意
義
を
、

古
代
か
ら
中
世
末
に
到
る
ま
で
、
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
血
縁
な
い
し
、
非
血
縁
の
養
子
を
ど
の
よ
う
に
迎
え
て
い
る
の
か
を
み

る
こ
と
よ
っ
て
、
各
時
代
の
「
家
」
の
内
部
が
よ
り
よ
く
理
解
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

古
代
社
会
の
養
子

古
代
律
令
制
下
に
お
い
て
は
、
親
と
子
は
居
を
共
に
し
財
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
が
あ
り
、
親
元
か
ら
子
が
離
れ
る

こ
と
が
刑
に
値
し
た
。
「
戸
婚
律
」
に
は
、
祖
父
母
・
父
母
が
あ
る
の
に
子
孫
が
籍
を
別
ち
、
財
を
異
に
す
れ
ば
徒
二
年
、
も
し
祖
父
母
・

(
除
)

父
母
が
命
じ
て
籍
を
別
た
し
め
、
お
よ
び
子
孫
を
し
て
み
だ
り
に
人
の
後
を
継
が
し
め
る
と
徒
一
年
、
と
あ
旬
。
別
籍
や
養
子
は
こ
の

よ
う
に
、
原
則
と
し
て
禁
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
特
に
子
孫
の
方
か
ら
別
籍
・
巽
財
を
行
な
っ
た
場
合
は
、
祖
父
母
・
父
母

か
ら
の
そ
れ
よ
り
も
重
罪
に
値
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
律
令
制
社
会
で
は
同
居
共
財
を
通
常
と
し
、
子
孫
が
籍
を
分
ち
、
他

人
の
跡
を
継
ぐ
と
い
う
行
為
は
否
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
他
人
を
養
子
と
す
る
と
い
う
行
為
は
、
社
会
通
念
と
し
て
も
ご
く
ま
れ
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古代・中世の「家Jと家族

な
場
合
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

親
1

子
の
関
係
に
お
い
て
は
、
親
の
子
に
対
す
る
権
限
は
強
か
っ
た
。
「
儀
制
令
」
に
祖
父
母
・
父
母
の
患
が
重
い
時
、
ま
た
は
固

闇
(
獄
舎
)
に
あ
る
時
、
婚
嫁
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
も
し
祖
父
母
・
父
母
が
命
じ
て
婚
嫁
を
許
し
た
場
合
は
、
宴
会
を
許
さ
ず
と
あ

旬
。
こ
の
規
定
は
、
父
母
の
不
幸
は
子
の
不
幸
で
も
あ
る
と
い
う
親
子
一
体
観
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
、
同
居
共

財
の
家
族
と
し
て
、
行
動
を
共
に
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
家
族
の
中
で
親
は
尊
長
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
律
令
の

⑦
 

理
念
が
み
て
と
れ
る
。
ま
た
、
「
闘
訟
律
L

に
は
、
子
孫
が
教
令
に
違
犯
し
、
供
養
に
欠
が
あ
れ
ば
徒
二
年
に
処
し
、
祖
父
母
・
父
母

⑧
 

を
告
げ
る
者
は
絞
、
祖
父
母
・
父
母
を
晋
る
者
は
徒
三
年
、
祖
父
母
・
父
母
を
殴
る
者
は
皆
斬
、
過
失
に
よ
っ
て
殺
し
た
場
合
は
流
三

千
里
と
あ
旬
。
も
し
子
孫
が
教
令
に
違
犯
し
て
、
祖
父
母
・
父
母
が
そ
の
子
孫
を
殴
殺
す
れ
ば
、
徒
一
年
半
に
処
せ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な

い
の
句
、
対
照
的
で
あ
る
。
教
令
違
反
、
つ
ま
り
親
の
教
え
に
違
反
す
る
こ
と
は
子
孫
に
は
大
罪
と
み
な
さ
れ
、
訴
え
た
り
雪
る
こ
と

さ
え
処
罰
の
対
象
と
な
っ
た
が
、
逆
に
親
が
子
を
戒
め
る
た
め
に
殴
っ
た
り
傷
を
負
わ
せ
て
も
罪
に
は
な
ら
ず
、
殺
し
た
場
合
の
み
徒

一
年
半
と
い
う
軽
い
罰
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
親
権
は
い
か
に
強
大
で
あ
る
か
、
教
令
に
違
反
す
る
こ
と
が
い
か
に
重
罪
で

あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
か
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
学
校
と
い
う
教
育
機
関
の
ほ
と
ん
ど
な
い
古
代
社
会
に
は
、
親
が
唯
一
の
教
育
者

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
親
は
子
を
養
育
す
る
責
任
と
義
務
を
負
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
。
赦
に
あ
っ
て
も
許
さ
れ
な
い
と

⑪
 

い
う
「
八
虐
」
の
一
つ
に
「
不
孝
L

が
あ
る
の
を
み
て
も
、
親
へ
の
反
抗
が
通
常
の
罪
よ
り
も
数
等
厳
し
く
重
い
も
の
と
と
ら
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

逆
に
孝
悌
・
忠
信
の
聞
え
高
い
者
は
、
国
守
が
推
挙
し
て
官
吏
へ
の
道
が
開
か
れ
て
お
り
、
不
孝
悌
で
礼
を
乱
し
五
常
の
教
え
に
そ

⑫
 

む
き
法
令
を
守
ら
な
い
者
を
縄
す
の
が
国
守
の
任
務
で
あ
っ
た
。
「
賦
役
令
」
に
も
、
孝
子
・
順
孫
・
義
夫
・
節
婦
の
聞
え
の
あ
る
者
は
、

⑬
 

大
政
官
に
申
し
て
奏
聞
し
、
門
に
表
し
、
同
籍
の
者
は
悉
く
課
役
を
免
じ
、
精
誠
通
感
す
る
こ
と
あ
ら
ば
別
に
優
賞
を
加
え
よ
、
と
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
親
に
対
す
る
孝
心
が
厚
い
と
周
辺
で
評
判
の
高
い
者
は
官
吏
に
登
用
さ
れ
る
機
会
が
あ
り
、
同
籍
の
者

は
す
べ
て
課
役
を
免
じ
ら
れ
た
り
、
す
ぐ
れ
た
も
の
は
さ
ら
に
賞
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
親
へ
の
孝
が
律
令
制
社
会
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で
い
か
に
珍
重
さ
れ
て
い
た
か
が
わ
か
る
。
律
令
制
社
会
に
お
い
て
は
「
孝
」
は
道
徳
規
範
の
中
心
に
置
か
れ
て
い
た
。
天
平
宝
字
元

⑪
 

年
の
詔
に
「
天
下
の
家
ご
と
に
孝
経
一
本
を
蔵
し
て
精
勤
講
習
せ
よ
」
と
あ
る
知
く
、
家
に
お
い
て
は
親
に
対
す
る
孝
が
家
族
関
係
を

支
え
る
最
も
重
要
な
規
範
と
み
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
同
居
共
財
と
い
う
血
縁
家
族
の
結
合
原
理
の
濃
厚
な
、
ま
た
孝
を
基
本
理
念
と
す
る
律
令
制
下
に
お
い
て
は
、
養
子
も

し
よ
う
ぽ
〈
か
な

近
親
の
中
か
ら
選
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
「
戸
令
L

に
は
「
凡
そ
子
無
く
ば
、
四
等
以
上
の
親
の
、
昭
穆
に
合
へ
ら
む
者
を
養

⑮
 

ふ
こ
と
聴
せ
」
と
あ
る
。
四
等
の
毅
以
上
の
近
親
か
ら
昭
穆
に
合
っ
た
者
を
養
子
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、
姪
(
兄
弟
の

子
)
や
従
父
兄
弟
の
子
に
相
当
し
、
彼
ら
で
な
く
て
も
十
五
才
以
上
の
年
令
差
が
あ
れ
ば
弟
で
も
従
父
弟
で
も
実
際
に
は
養
子
と
な
っ

⑮
 

て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
血
縁
原
理
を
重
ん
じ
る
先
の
親
!
子
関
係
に
対
す
る
考
え
と
同
じ
理
念
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

全
く
の
他
姓
養
子
を
と
る
こ
と
は
、
律
令
制
下
で
は
考
え
及
ば
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
「
戸
婚
律
L

で
は
、
異
姓
の
男
を
養

⑪
 

う
者
は
徒
一
年
、
与
え
る
者
は
答
五
十
に
処
す
と
あ
り
、
他
人
を
養
子
と
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
外
と
し
て
三
才

⑬
 

以
下
の
捨
て
子
の
小
児
は
異
姓
で
あ
っ
て
も
収
養
す
る
こ
と
を
許
し
(
「
戸
婚
律
」
)
、
死
罪
に
な
る
婦
人
が
生
ん
だ
子
は
、
家
口
、
近

親
に
収
養
さ
せ
る
が
、
近
親
が
な
け
れ
ば
四
隣
に
さ
ず
け
、
養
子
と
し
よ
う
と
い
う
者
が
あ
れ
ば
、
異
姓
と
い
え
ど
も
許
さ
れ
た
(
「
獄

⑩
 

令
」
)
。
こ
の
よ
う
な
例
外
は
人
道
上
の
問
題
と
し
て
あ
る
に
し
て
も
、
養
子
は
同
族
内
の
近
親
か
ら
選
ぶ
も
の
と
の
原
則
が
確
立
し
て

い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
現
実
に
は
弟
や
従
父
弟
と
い
う
四
等
以
内
の
近
親
で
も
養
子
と
な
る
こ
と
は
多
か
っ
た
の
で
あ

⑮
 

り
、
中
国
で
は
「
昭
穆
」
が
始
祖
か
ら
連
綿
と
続
く
尊
卑
長
幼
の
秩
序
を
意
味
す
る
の
に
対
し
、
日
本
で
は
年
令
差
を
意
味
す
る
に
と

ど
ま
っ
た
の
は
、
中
国
と
日
本
と
の
家
族
関
係
の
差
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
。
中
国
で
は
父
系
に
よ
る
家
系
の
秩
序
し
か
な
か
っ
た

の
に
対
し
、
日
本
で
は
弟
ま
で
四
等
以
上
の
親
類
に
混
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
父
系
に
よ
る
世
代
差
は
そ
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
父
系
に
よ
る
近
親
観
念
の
弱
い
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
母
系
に
よ
る
家
族
関
係
の
強
い
こ
と
を
意
味
す

る
だ
ろ
う
。

同
族
内
近
親
に
し
か
養
子
が
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
直
系
親
か
ら
直
系
子
孫
へ
と
い
う
ル

l
ト
が
、
財
産
相
続
の
正
式
ル

i
ト
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で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
財
産
の
他
姓
へ
の
分
割
は
、
視
野
に
入
ら
な
い
問
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
を
相
続
の
面
か

ら
さ
ら
に
追
究
し
て
み
よ
う
。

律
令
制
下
で
は
「
継
嗣
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
た
よ
う
に
、
財
産
相
続
は
祖
先
の
跡
を
継
ぐ
も
の
が
行
う
が
、
「
家
」
観
念
は
稀

薄
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
律
令
制
定
者
の
意
図
は
、
「
嫡
子
」
観
念
を
導
入
し
、
次
代
相
続
人
を
明
確
に
し
、
一
人
に
多
く

⑪
 

を
相
続
さ
せ
る
方
向
に
あ
っ
た
「
嫡
子
」
と
は
「
嫡
妻
之
長
子
」
を
い
う
。

律
令
の
持
ち
込
ん
だ
「
嫡
子
」
に
よ
る
継
嗣
の
制
度
も
、
委
・
妾
未
分
離
な
現
実
に
あ
っ
て
は
、
ど
の
程
度
の
実
効
性
を
も
ち
え
た

か
疑
問
で
あ
る
。
嫡
子
が
庶
子
よ
り
も
有
利
で
あ
っ
た
の
は
、
官
人
に
お
け
る
蔭
位
の
制
の
思
恵
を
受
け
た
点
の
み
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
三
位
以
上
と
な
る
と
、
相
続
に
つ
い
て
は
細
か
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。
「
継
嗣
令
」
に
よ
る
と
、
嫡
子
が
継
嗣
を
承
け
る
が
、

嫡
子
の
な
い
時
あ
る
い
は
罪
疾
が
あ
れ
ば
嫡
孫
が
立
ち
、
嫡
孫
が
な
け
れ
ば
嫡
子
の
同
母
弟
が
立
ち
、
そ
れ
も
な
け
れ
ば
庶
子
が
立
ち
、

⑫
 

庶
子
も
な
け
れ
ば
嫡
孫
の
同
母
弟
が
立
ち
、
こ
れ
も
な
い
時
に
は
庶
孫
を
立
て
よ
、
と
あ
る
。
嫡
・
庶
の
序
列
が
厳
し
く
付
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
五
位
以
上
の
者
が
嫡
子
を
定
め
る
に
は
、
治
部
省
に
陳
牒
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
嫡
子
に
罪
疾
が
あ

⑮
 

り
承
け
る
に
任
え
な
い
時
は
、
治
郎
省
に
申
し
立
て
替
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
五
位
以
上
の
官
入
、
特
に
三
位
以
上
に
つ
い
て
は
、

嫡
子
に
よ
る
相
続
・
家
の
継
承
が
、
国
家
的
要
請
の
も
と
に
定
立
さ
せ
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑫
 

こ
れ
に
対
し
て
四
位
以
下
に
つ
い
は
「
唯
立
二
嫡
子
一
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
四
位
以
下
と
は
「
庶
人
以
上
を
い
ふ
」
と
あ
る
知

く
庶
民
以
上
を
指
す
。
「
其
れ
八
位
以
上
の
嫡
子
、
叙
せ
ず
し
て
身
亡
し
、
及
び
罪
疾
有
ら
ば
、
更
に
立
て
替
ふ
る
こ
と
を
聴
せ
」
は
『
養

老
令
』
に
お
い
て
加
え
ら
れ
た
条
項
で
あ
る
が
、
立
て
替
え
を
四
位
以
下
に
お
い
て
も
認
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
『
養
老
令
』
で
は

四
位
以
下
に
つ
い
て
立
て
替
え
の
条
項
を
入
れ
て
『
太
宝
令
』
の
五
位
以
上
の
立
て
替
え
規
定
に
あ
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
『
令
義
解
』

に
「
其
四
位
以
下
者
、
不
レ
立
二
嫡
孫
一
、
若
嫡
子
己
叙
、
身
死
及
罪
疾
者
、
不
レ
聴
一
一
更
立
一
、
不
レ
可
三
再
叙
一
一
嫡
子
之
位
一
故
也
」

と
あ
る
の
で
、
三
位
以
上
と
比
べ
て
四
位
以
下
は
立
て
替
え
に
よ
っ
て
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
嫡
子
を
立
て
て
も
三
位
以
上
の
よ
う
な
順
序
を
厳
し
く
守
る
こ
と
に
何
の
メ
リ
ッ
ト
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
順
序
を

45 



立
て
て
嫡
子
制
が
実
施
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

五
位
以
上
特
に
一
二
位
以
上
に
詳
細
な
嫡
子
規
定
を
設
け
た
の
は
、
財
産
相
続
を
承
け
る
も
の
を
嫡
子
と
し
、
そ
の
選
定
が
一
族
内
の

重
要
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
嫡
子
制
が
制
定
さ
れ
、
実
現
さ
れ
る
と
、
そ
れ
に
と
も
な
い
財
産

も
氏
の
そ
れ
か
ら
「
家
」
の
財
産
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
必
定
で
あ
り
、
ま
ず
三
位
以
上
の
貴
族
層
か
ら
「
家
」
が
形
成

さ
れ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
唐
律
令
に
存
在
す
る
「
家
督
」
の
語
は
な
く
、
嫡
子
を
定
め
る
こ
と
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
の
現
状
は
「
家
L

の
概
念
の
未
成
立
な
実
態
の
な
か
に
、
嫡
子
制
の
み
が
導
入
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

嫡
子
制
は
先
述
の
よ
う
に
一
般
に
は
根
付
か
ず
、
三
位
以
上
に
の
み
定
着
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
定
着
に
伴
い
、
財
産
相
続

上
の
要
請
と
結
合
し
て
、
「
家
」
が
形
成
さ
れ
て
く
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

財
産
相
続
の
詳
細
は
、
吋
大
宝
令
』
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
中
田
薫
氏
に
よ
れ
ば
応
分
条
は
「
応
レ
分
者
、
宅
及
家
人
奴
縛
並
入
二
嫡

子
一
。
(
其
奴
縛
等
、
嫡
子
随
レ
状
分
者
聴
。
)
財
物
半
分
、
一
分
庶
子
均
分
。
妻
家
所
レ
得
奴
紳
不
レ
在
一
一
分
限
一
。
(
還
一
一
於
本
宗
一
。
)

兄
弟
亡
者
、
子
承
一
一
父
分
一
。
兄
弟
倶
亡
、
則
諸
子
均
分
。
寡
妻
無
レ
男
承
一
一
夫
分
一
。
(
若
夫
兄
弟
皆
亡
、
各
同
二
一
子
之
分
一
。
)
有
レ

⑮
 

子
無
レ
子
等
、
謂
在
二
夫
家
一
守
レ
志
者
」
と
な
り
、
宅
と
家
人
・
奴
婚
は
す
べ
て
、
財
物
は
半
分
が
嫡
子
の
も
の
と
な
る
と
い
う
、
嫡

子
に
ほ
と
ん
ど
の
相
続
権
が
認
め
ら
れ
た
条
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
庶
子
は
財
物
の
残
る
半
分
を
均
分
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
し
、

妾
や
女
子
に
は
相
続
分
も
な
い
。
こ
れ
が
『
養
老
令
』
に
な
る
と
、
氏
賎
は
氏
の
上
に
継
承
さ
れ
、
家
人
・
奴
縛
・
田
宅
・
私
財
の
取

分
を
嫡
子
・
嫡
母
・
継
母
各
二
分
、
庶
子
一
分
、
女
子
と
妾
は
男
子
の
半
分
の
割
合
で
分
け
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
嫡
子
に
厚
い
と
は
い

え
、
『
大
宝
令
』
よ
り
も
嫡
子
分
は
極
端
に
少
な
く
な
り
、
嫡
母
、
継
母
や
女
子
分
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
『
養
老
令
』
の
特
徴

で
あ
り
、
嫡
子
の
み
を
厚
遇
せ
ず
、
分
割
を
基
本
理
念
と
し
て
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
中
世
武
家
社
会
の
惣
領
制
下
の
分
割
相

続
(
逓
減
法
に
よ
る
)
と
、
理
念
に
お
い
て
は
共
通
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
相
続
規
定
を
も
っ
律
令
制
社
会
下
で
の
養
父
の
地
位
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
相
続
権

に
お
い
て
は
養
子
も
実
子
と
同
じ
権
利
を
認
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
前
述
の
戸
令
応
分
条
に
「
兄
弟
亡
者
、
子
承
一
一
父
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古代・中世の「家Jと家族

八
万
一
。
養
子
亦
同
。
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
。
強
い
親
権
の
も
の
に
あ
っ
た
こ
と
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
祖
父
母
父
母
を
殺

⑮
 

し
た
場
合
よ
り
も
、
養
父
母
を
殺
し
た
場
合
の
方
が
重
罪
で
、
一
等
を
加
え
ら
れ
る
規
定
と
な
っ
て
い
る
(
「
闘
訟
律
」
)
。
こ
れ
は
養

子
が
実
父
の
も
と
を
離
れ
て
新
し
い
「
家
」
に
包
摂
さ
れ
て
生
活
し
、
そ
こ
の
財
産
を
相
続
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
も
「
家
」
観
念
の
成
立
過
程
を
示
す
規
定
と
う
け
と
れ
る
。

こ
れ
と
は
逆
に
、
服
喪
規
定
で
は
血
縁
を
重
視
し
て
い
る
。
「
喪
葬
令
」
に
、
君
、
父
母
、
夫
、
本
主
の
た
め
に
一
年
と
あ
る
が
、⑫

 

祖
父
母
、
養
父
母
の
た
め
に
は
五
ヶ
月
で
あ
り
、
親
の
嫡
子
に
対
す
る
喪
は
三
ヶ
月
で
あ
る
が
、
養
子
に
対
し
て
は
一
ヶ
月
で
あ
る
。

養
子
も
、
祖
先
祭
紀
を
通
じ
て
つ
な
が
る
血
縁
同
族
結
合
の
な
か
に
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
喪
に
服
す
る
場
合
は
出
身
血
族
に
包
摂

さ
れ
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
共
同
体
成
立
以
来
の
血
縁
観
念
と
、
相
続
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
新

し
く
生
れ
て
き
た
「
家
」
の
継
承
観
念
と
が
共
存
し
て
い
る
の
が
、
律
令
制
社
会
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
律
令
制
社
会
の
親
子
関
係
は
、
親
の
権
限
が
絶
大
で
あ
り
、
そ
の
中
に
迎
え
ら
れ
た
養
子
も
、
強
大

な
親
権
の
中
に
包
ま
れ
て
い
た
が
、
相
続
規
定
か
ら
み
て
も
実
子
と
変
ら
な
い
地
位
を
保
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
律
令
国

家
が
嫡
子
制
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
り
、
特
に
五
位
以
上
の
官
人
で
は
嫡
子
制
は
国
家
の
規
制
を
う
け
て
き
び
し
く
定
立
さ
せ
ら
れ
、

嫡
子
の
相
続
上
の
位
置
と
も
か
ら
ん
で
、
「
家
」
が
創
設
さ
れ
て
き
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
庶
民
ク
ラ
ス
で
は
嫡
子

制
の
規
制
は
ゆ
る
く
、
妻
妾
未
分
離
、
嫡
々
相
承
で
は
な
く
兄
弟
相
続
が
実
態
で
あ
っ
た
こ
の
社
会
で
は
、
嫡
子
と
庶
子
の
区
別
は
大

き
な
意
味
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
兄
弟
相
続
を
養
子
制
の
実
態
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
兄
弟
相
続
が
あ
る
こ
と
か

ら
み
て
も
、
庶
民
に
お
い
て
「
家
」
は
未
成
立
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

養
子
は
近
親
か
ら
求
め
ら
れ
、
制
度
上
他
姓
養
子
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
事
実
、
ほ
ぼ
奈
良
時
代
の
実
態
を
反
映
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
『
日
本
霊
異
記
』
に
、
養
子
の
出
現
す
る
例
は
皆
無
で
あ
る
こ
と
も
、
他
姓
養
子
の
存
在
し
難
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
嫡
庶
間
で
は
多
少
の
地
位
の
差
は
あ
っ
て
も
、
子
供
の
聞
の
地
位
は
ほ
ぼ
同
等
、
血
縁
関
係
の
近
い
も
の
の

同
居
共
財
に
よ
る
生
活
を
、
古
代
社
会
で
は
な
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
他
姓
婿
養
子
の
実
例
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
(
『
日
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本
霊
異
記
』
、
『
A
7
昔
物
諮
問
』
の
御
手
代
東
人
の
場
合
)
、
婿
養
子
は
婚
姻
を
媒
介
と
し
て
お
り
、
そ
の
後
に
財
産
を
移
譲
す
る
の
で
あ
り
、

一
般
の
養
子
と
は
別
個
の
問
題
と
し
て
区
別
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
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平
安
期
の
養
子

奈
良
期
か
ら
平
安
初
期
の
家
族
は
、
夫
と
妻
の
地
位
が
あ
い
並
ぶ
も
の
で
あ
り
、
家
長
と
家
安
が
互
い
に
協
力
し
て
財
産
の
運
用
に

あ
た
っ
て
い
た
こ
と
は
、
「
日
本
霊
異
記
』
な
ど
に
ひ
ろ
く
み
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
子
供
は
男
女
と
も
に
財
産
を
譲
ら
れ
て
い
た
が
、

平
安
末
に
成
立
し
た
『
法
曹
主
要
抄
』
に
よ
れ
ば
、
不
孝
の
男
女
は
遺
財
分
与
に
あ
ず
か
ら
な
い
と
あ
る
の
で
、
男
女
子
が
平
等
に
財

産
分
与
に
あ
ず
か
る
の
が
原
別
で
あ
っ
た
が
、
親
へ
の
孝
・
不
孝
が
財
産
相
続
の
資
格
を
決
定
す
る
要
素
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
律
令
制
下
で
「
八
虐
L

の
一
つ
に
「
不
孝
」
が
あ
り
、
重
罪
に
な
っ
た
が
、
平
安
期
に
お
い
て
も
、
財
産
移
譲
の
面
に
お
い
て
生

き
続
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
受
領
ク
ラ
ス
の
大
江
家
の
養
子
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
大
江
家
は
受
領
を
つ
と
め
る
と
と
も
に
文
章
道
に
お
い
て
官
原
家
と

(
嘉
智
光
)

並
ぶ
家
柄
で
あ
っ
た
。
一

O
九
四
年
、
大
江
公
仲
は
強
盗
・
放
火
・
殺
害
の
罪
を
被
り
、
隠
岐
国
へ
配
流
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、

⑮

(

承

徳

元

)

そ
の
際
所
領
を
一
族
近
臣
に
処
分
し
た
。
公
仲
は
一

O
九
七
年
再
び
召
し
還
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
没
し
た
の
で
、
養
子
の
有

(
大
治
五
)

経
(
以
実
)
と
長
子
伸
子
の
聞
に
所
領
争
い
が
生
じ
た
。
二
三

O
年
伸
子
は
亡
父
公
仲
の
処
分
状
そ
の
他
関
係
文
書
を
副
え
て
院
庁

⑮
 

に
解
文
を
出
し
、
裁
下
を
求
め
た
。
仲
子
の
主
張
は
、
有
経
は
養
子
で
あ
る
が
、
自
分
は
「
実
子
之
長
女
」
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
場
合
、
実
子
と
養
子
が
争
っ
た
の
で
あ
る
が
、
女
性
で
あ
っ
て
も
、
実
子
を
根
拠
と
し
て
争
え
る
の
は
、
男
女
間
に
相
続
上

大
差
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
男
子
か
女
子
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
実
子
か
養
子
か
が
争
点
と
し
て
重
要
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

養
子
有
経
の
父
広
房
も
ま
た
、
橘
氏
か
ら
大
江
家
の
匡
房
の
養
子
と
な
り
、

そ
の
娘
を
要
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
公
仲
も
、
実
父
は
広



国
で
あ
り
、
叔
父
広
経
の
養
子
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
有
経
、
公
仲
、
広
房
三
人
と
も
に
養
子
で
あ
っ
た
。
同
姓
養
子
も
あ
れ
ば
異
姓

養
子
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
広
房
の
場
合
、
大
江
匡
房
の
娘
を
め
と
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
実
質
上
は
婿
で
あ
る
が
、
婿
と
は
呼
ば
れ

ず
養
子
と
い
わ
れ
て
い
る
。
養
子
が
こ
の
時
代
、
公
家
階
級
に
は
普
遍
的
に
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
ぜ
こ
の
時
代

に
養
子
が
社
会
的
に
必
要
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
遺
産
相
続
と
家
業
相
続
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
家
業
と
財
産
、
特
に
家
業
は
、

男
系
で
世
襲
さ
れ
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
き
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑩
 

一
般
に
、
摂
関
家
や
中
小
公
家
の
家
格
が
成
立
し
固
定
化
し
は
じ
め
る
の
は
平
安
末
、
白
河
院
政
期
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
家

格
が
毘
定
化
す
る
と
と
も
に
官
職
が
家
毎
に
世
襲
化
さ
れ
は
じ
め
る
。
家
職
の
成
立
で
あ
る
。
山
科
家
に
お
い
て
も
、
後
白
河
院
の
近

臣
平
業
房
と
高
階
栄
子
(
丹
後
局
)
の
間
の
子
で
あ
る
教
成
が
、
藤
原
実
教
の
養
子
と
な
っ
て
冷
泉
家
を
つ
ぎ
、
山
科
を
院
か
ら
拝
領

⑪
 

し
、
の
ち
に
山
科
家
の
「
曇
祖
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
教
成
の
孫
教
頼
の
こ
ろ
か
ら
内
蔵
頭
を
世
襲
す
る
よ
う
に
な
り
、
以
後
内
蔵
頭
・

楽
所
別
当
を
家
業
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

広
房
の
三
男
以
実
が
公
仲
の
養
子
と
な
っ
た
先
の
例
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
貴
族
の
二
、
三
男
は
他
家
に
入
っ
て
財
産
相
続
を
す

⑫
 

る
か
、
僧
に
な
る
か
以
外
に
、
生
活
の
す
べ
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
貴
族
階
級
で
は
家
業
H

家
職
の
成
立
と
そ
の
相
続
の
必
要
性
が
、
養
子
を
制
度
化
し
た
と
考
え
ら
れ
、
男
子
の
な
い
時
、

婚
姻
に
よ
っ
て
女
子
に
つ
が
せ
る
よ
り
も
、
他
姓
の
男
子
を
養
子
と
し
て
養
子
に
つ
が
せ
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
古
代
社
会
に
五
位
以

上
に
つ
い
て
詳
し
く
規
定
さ
れ
て
い
た
養
子
制
度
は
、
平
安
期
に
至
り
、
他
姓
養
子
の
要
素
を
加
え
て
、
貴
族
層
に
普
遍
的
に
定
着
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
実
子
の
長
女
と
養
子
の
聞
に
遺
産
相
続
争
い
が
お
き
て
い
る
よ
う
に
、
財
産
は
「
家
」
ご
と
に
継
承
さ
れ
、
貴
族
の
「
家
L

が
各
々
自
立
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
「
氏
」
の
中
か
ら
「
家
」
が
分
化
独
立
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
家
」
の
財

産
と
家
業
作
家
職
の
継
承
は
主
と
し
て
男
子
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
御
手
代
東
人
が
観
音
を
念
じ
て
大
福
徳
を
得
る
話
は
、
『
日
本
霊
異
記
品
に
も
『
今
昔
物
語
』

古代・中世の「家Jと家族

に
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
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表
現
が
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
『
霊
異
記
』
に
は
「
谷
族
量
り
定
め
て
東
人
を
放
ち
、
更
に
夫
妻
と
し
、
合
は
せ
て
家
の
財
物
皆
既
に

施
与
す
」
と
あ
る
が
、
『
A
7
昔
』
に
は
「
父
母
も
娘
の
心
を
知
り
て
、
遂
に
免
し
て
夫
妻
と
な
し
つ
、
後
に
は
家
を
譲
り
財
物
を
み
な

東
人
に
与
ふ
」
と
あ
る
。
一
族
が
二
人
を
夫
妻
と
し
、
夫
婦
に
家
の
財
物
を
与
え
た
と
す
る
『
霊
異
記
』
に
対
し
『
今
昔
』
で
は
父
母

が
夫
妻
と
な
る
こ
と
を
許
し
、
後
で
東
人
の
方
に
家
を
譲
り
財
物
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
夫
妻
と
な
る
こ
と
を
承
認
し
、
財
産
を

譲
与
し
た
主
体
が
、
一
族
か
ら
父
母
を
単
位
と
す
る
家
へ
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
『
霊
異
記
』
に
は
妹
が
姉
の
遺
言

U
す
め

を
受
け
て
、
そ
の
女
を
東
人
に
与
え
、
「
家
財
を
主
ら
し
」
め
た
の
に
対
し
、

2
7昔
』
で
は
妹
が
姉
の
遺
一
言
を
受
け
て
、
姉
は
喜
ん

で
死
ん
だ
が
「
父
母
ま
た
姉
の
遺
言
に
随
ひ
て
、
妹
を
東
人
に
与
え
て
家
の
防
を
授
く
」
と
変
化
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
婚
姻
の
決
定

は
父
母
の
側
に
変
化
し
て
お
り
、
妹
が
娘
に
家
財
を
主
ら
せ
る
と
い
う
女
性
の
相
続
権
を
示
す
表
現
か
ら
、
父
母
が
家
の
財
を
東
人
の

方
に
与
え
る
表
現
に
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
奈
良
時
代
の
世
相
を
反
映
す
る
『
霊
異
記
』
か
ら
、
平
安
時
代
の
様
相
を
示
す
『
今
昔
』
へ
の
変
化
の
過
程
を
あ
ら
わ
す
も

の
と
解
さ
れ
る
。
一
族
か
ら
父
母
を
中
心
と
す
る
家
へ
の
分
化
、
女
性
が
財
産
を
も
ち
、
家
の
中
で
は
「
家
財
を
主
る
」
{
杢
至
と
し
て

夫
と
あ
い
並
ん
で
対
等
な
地
位
を
保
っ
て
い
た
時
代
か
ら
、
財
産
を
娘
で
な
く
婿
へ
譲
与
す
る
時
代
へ
の
変
化
を
察
知
で
き
る
の
で
あ

る
。
平
安
期
に
は
こ
の
よ
う
に
、
父
母
と
子
供
を
成
員
と
す
る
「
家
L

が
自
立
し
、
父
母
の
意
志
で
財
産
を
婿
に
与
え
る
こ
と
が
、
自

然
だ
と
み
な
さ
れ
る
ほ
ど
、
女
性
の
財
産
権
は
奈
良
時
代
よ
り
も
狭
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
霊
異
記
』
の
東
人
の
話
は
、
婿
養
子
と
は
考
え
難
い
が
、
『
今
昔
』
の
東
人
は
婿
養
子
と
み
な
せ
る
の
で
あ
る
。
家
の
継
承
を
担
つ

⑮
 

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
婿
養
子
は
双
系
制
を
基
盤
と
す
る
と
い
う
考
え
に
対
し
て
は
、
家
業
H
家
職
の
継
承
を
中
心
と
す
る
「
{
家
」
が

成
立
し
、
そ
の
継
承
が
養
子
も
ふ
く
め
男
系
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
疑
問
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
婿
養
子
は
「
家
L

成
立

以
後
、
父
系
制
成
立
以
後
の
現
象
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
に
平
安
期
に
は
氏
か
ら
分
れ
た
貴
族
層
の
「
家
L

が
一
般
化
し
、
男
性
は
「
家
」
の
養
子
と
し
て
他
姓
か
ら
も
迎
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
「
家
」
の
家
業
・
家
産
・
家
格
は
主
と
し
て
男
系
で
継
承
さ
れ
て
い
く
。
貴
族
層
に
お
い
て
ま
ず
父
系
制
が
確
立
す
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る
の
で
あ
り
、
東
人
の
話
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
奈
良
期
に
存
在
し
た
一
族
、
家
安
ら
の
発
言
権
は
、
父
母
、
夫
へ
と
傾
い
て
行
く
。

鎌
倉
期
の

「家
L

と
養
子

古代・中世の「家jと家族

鎌
倉
期
に
は
他
人
養
子
の
併
は
多
く
、
ま
た
こ
の
時
代
、
特
徴
的
で
あ
る
の
は
女
人
養
子
で
あ
る
。
女
人
養
子
と
は
、
子
の
な
い
女

性
が
相
続
の
た
め
男
子
を
養
子
に
と
る
こ
と
で
あ
る
。
『
御
成
敗
式
目
』
二
十
三
条
に
「
右
、
法
意
の
知
く
ば
こ
れ
を
許
さ
ず
と
い
へ

ど
も
、
大
将
家
御
時
以
来
当
世
に
至
る
ま
で
、
そ
の
子
な
き
の
女
人
ら
所
領
を
養
子
に
譲
り
与
ふ
る
事
、
不
易
の
法
勝
計
す
べ
か
ら
ず
、

し
か
の
み
な
ら
ず
都
郡
の
例
先
縦
こ
れ
多
し
:
:
:
」
と
あ
る
。
公
家
法
で
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
女
人
養
子
が
、
鎌
倉
期
に
入
っ
て
広
く

(
弘
安
丸
)

行
わ
れ
、
一
般
に
容
認
さ
れ
る
ほ
ど
広
が
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
鎌
倉
期
の
後
半
に
な
る
と
、
一
二
八
六
年

⑩
 

ご
ろ
よ
り
異
国
警
固
が
落
居
す
る
ま
で
は
、
女
子
に
所
領
を
譲
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
男
子
が
な
け
れ
ば
親
類
の
中

か
ら
養
子
を
と
っ
て
こ
れ
に
譲
る
べ
し
と
あ
る
。
所
領
・
所
職
を
も
っ
女
子
が
、
養
子
に
譲
る
前
に
、
そ
の
女
性
へ
の
譲
与
が
制
限
さ

れ
て
き
て
い
る
状
況
が
み
ら
れ
る
。

養
子
と
養
親
と
の
聞
に
は
、
養
育
と
い
う
事
実
が
介
在
す
る
た
め
、
養
親
の
権
限
は
強
か
っ
た
。
実
父
母
と
実
子
の
間
で
も
親
権
の

強
い
鎌
倉
期
に
、
他
人
養
育
の
事
実
は
よ
り
一
一
層
の
重
み
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
他
人
を
養
う
と
い
う
こ
と
が
、
他
人
を
「
下

人
」
と
み
な
す
場
合
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
二
条
尼
の
場
合
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
養
子
も
一
歩
誤
れ
ば
自

由
に
進
退
し
う
る
下
人
に
転
落
す
る
可
能
性
は
あ
っ
た
。
養
子
を
下
人
と
区
別
す
る
こ
と
を
追
加
法
二
四
ニ
条
は
明
ら
か
に
し
て
い
る

が
、
か
え
っ
て
下
人
へ
の
転
落
の
可
能
性
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
他
人
に
養
育
さ
れ
た
も
の
は
、
実
父

⑮
 

の
遺
領
を
望
ん
で
も
、
譲
状
が
な
け
れ
ば
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
養
育
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
で
親
権
が
そ
の
人
物
に
対
し
て
発

生
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
養
子
は
養
家
の
親
権
に
服
す
る
こ
と
が
鎌
倉
期
の
通
念
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

嫡
子
で
あ
っ
て
も
指
し
た
る
奉
公
な
く
、
不
孝
の
輩
は
所
領
譲
与
の
対
象
か
ら
は
ず
さ
れ
る
と
い
う
式
目
二
十
二
条
も
、
鎌
倉
期
の
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親
権
の
大
き
さ
を
示
し
、
養
子
と
養
親
の
間
の
関
係
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
退
座
規
定
に
「
養
父
母
」
「
養
子
孫
」
が
あ

る
の
切
、
養
親
と
養
子
の
聞
は
与
問
す
る
の
が
当
然
と
い
う
認
識
が
根
底
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

養
子
を
求
め
る
対
象
は
、
鎌
倉
期
に
は
一
族
内
に
隈
ら
ず
広
が
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
文
永
四
年
十
二
月
の
評
定
に
、
他
人

⑫
 

に
所
領
を
和
与
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
が
ご
族
並
に
傍
輩
の
子
息
を
以
て
年
来
収
養
せ
し
む
る
者
は
制
の
隈
に
非
ず
」
と
あ
る
の
で
、

養
子
を
と
る
範
囲
は
「
一
族
並
に
傍
讃
」
で
あ
り
、
一
族
以
外
で
は
同
階
層
の
武
士
か
ら
と
る
こ
と
が
通
例
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

養
子
と
し
て
年
来
養
育
し
て
き
た
者
に
は
、
所
領
を
与
え
て
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。
「
猶
子
」
と
な
る
範
囲
も
同
様

⑩
 

に
「
傍
官
並
に
遠
類
」
の
子
息
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

御
家
人
の
養
子
の
場
合
、
先
述
の
よ
う
に
所
領
を
知
行
す
る
の
で
、
他
の
階
層
か
ら
養
子
を
と
る
こ
と
は
制
禁
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

⑮
 

建
治
二
年
七
月
、
医
道
・
陰
陽
道
の
家
の
者
が
御
家
人
の
養
子
と
な
り
、
所
領
を
知
行
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
『
沙
石
集
』
に
は
、

傍
輩
の
子
患
に
所
領
を
与
え
て
子
息
と
顧
み
、
そ
の
子
の
方
は
そ
の
人
を
親
と
も
主
と
も
一
筋
に
た
の
む
話
が
あ
旬
。
傍
輩
の
子
を
養

子
と
す
る
こ
と
が
事
実
と
し
て
多
か
っ
た
こ
と
の
例
証
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
武
士
階
級
で
は
一
族
中
に
限
ら
ず
広
く
養
子
を
求
め

た
と
は
い
え
、
同
階
層
の
傍
輩
か
ら
求
め
る
か
た
ち
が
普
通
で
あ
り
、
階
層
を
こ
え
て
養
子
を
な
す
の
は
、
幕
府
の
制
限
の
対
象
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
御
家
人
所
領
の
流
出
を
防
ぐ
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
先
の
説
話
が
、
「
親
と
も
主
と
も
た
の
む
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
養
育
の
事
実
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
た
め
、

親
権
は
強
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
養
殺
の
権
限
は
主
従
関
係
に
も
等
し
い
ほ
ど
強
力
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

他
人
に
対
し
て
養
子
と
し
て
受
け
容
れ
る
門
を
開
い
て
い
る
こ
と
は
、
婿
を
広
く
求
め
る
慣
行
と
も
か
か
わ
り
が
あ
ろ
う
。

『
沙
石
集
』
巻
一
ノ
九
に
「
和
光
ノ
方
便
ニ
ヨ
リ
テ
妄
念
ヲ
止
事
」
の
話
が
あ
る
。
上
総
国
高
滝
の
地
頭
が
一
人
娘
を
つ
れ
て
熊
野

詣
を
し
た
が
、
そ
の
娘
に
懸
想
し
た
熊
野
の
若
僧
を
つ
れ
て
帰
国
、
そ
の
若
者
を
鎌
倉
へ
地
頭
代
と
し
て
出
役
さ
せ
る
夢
を
見
て
い
る
。

全
く
の
他
人
を
婿
と
し
、
婿
に
跡
を
つ
が
せ
る
と
い
う
状
況
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
関
東
御
家
人
に
も
「
月
卿
雲
客
」
を
婿
君
と
な
す

こ
と
の
あ
っ
た
こ
と
は
式
目
二
十
五
条
に
み
え
る
。
他
人
に
対
し
て
は
寛
大
で
あ
り
、
養
子
や
婿
と
し
て
一
族
の
中
に
喜
ん
で
受
け
入
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れ
る
と
い
う
一
面
を
、
武
士
階
級
は
も
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
幕
府
の
方
針
は
、

る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
対
象
を
同
階
層
に
限
定
し
よ
う
と
す

こ
の
よ
う
に
鎌
倉
期
に
は
、
武
士
の
「
家
」
の
財
産
H

所
領
・
所
職
を
継
承
し
て
い
く
た
め
に
、
養
子
は
社
会
的
に
必
要
な
も
の
で

あ
っ
た
。
「
家
」
で
は
養
育
の
事
実
に
よ
り
、
ま
た
社
会
通
念
と
し
て
の
親
権
の
絶
対
性
に
よ
り
、
養
子
は
殺
の
強
い
権
限
の
も
と
に

あ
る
と
同
時
に
庇
護
の
も
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
養
子
の
一
族
な
い
し
、
「
家
」
内
部
に
お
け
る
地
位
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
鎌
倉
前
期
は
御
家
人
の
停
廃
激
し
い
時
期
で
あ
り
、

源
平
合
戦
、
比
企
氏
の
乱
、
和
田
の
乱
、
承
久
の
変
、
そ
の
後
の
霜
月
騒
動
な
ど
に
よ
っ
て
没
寵
す
る
御
家
人
の
数
は
数
多
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
社
会
に
あ
っ
て
は
、
器
景
の
あ
る
者
が
尊
ば
れ
、
実
力
の
あ
る
も
の
に
被
相
続
人
は
決
定
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
実
子
で

も
養
子
で
も
婿
で
も
、
そ
の
な
か
の
器
量
の
う
つ
わ
が
主
た
る
相
続
人
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
『
沙
石
集
」
の
次
の
話
は
こ
れ
を
示
し

⑪
 

て
い
る
。

古代・中世の「家」と家族

男
子
八
人
、
女
子
も
少
々
も
っ
て
い
る
丹
後
国
の
小
名
が
、
遺
言
で
嫡
子
に
は
宗
と
譲
り
、
次
男
よ
り
次
第
次
第
に
少
し
ず
つ
減
じ

て
、
す
べ
て
の
子
孫
に
譲
っ
た
と
こ
ろ
、
嫡
子
は
こ
の
よ
う
に
小
さ
く
分
け
る
の
は
ゆ
ゆ
し
き
大
事
と
し
て
、
自
分
は
入
道
す
る
が
、

五
郎
殿
が
器
量
の
人
で
あ
る
の
で
、
家
を
つ
ぎ
宮
仕
え
も
さ
れ
た
い
、
各
々
は
そ
の
か
げ
で
田
を
つ
く
り
、
表
面
に
立
た
な
い
で
い
よ

う
と
述
べ
、
他
の
者
も
そ
れ
に
な
ら
っ
て
皆
入
道
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
器
量
の
者
一
人
が
相
続
す
る
筋
立
て

と
な
っ
て
お
り
、
分
割
相
続
か
ら
嫡
子
単
独
相
続
へ
の
移
行
を
示
す
好
例
と
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
る
が
、
嫡
子
は
長
子
で
は
な
く
、
器

量
の
あ
る
な
し
が
選
定
の
条
件
に
な
っ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
器
量
の
仁
は
養
子
で
あ
っ
て
も
尊
重
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
『
沙
石
集
』
に
、
地
頭
で
あ
っ
た
が
不
如
意
の
た
め
年
々
所
領
を
手
離
し
、
そ
の
子
は
浮
浪
者
と
な
っ
て
い
た
人
物
の
話
が
あ

@
 

る
。
し
か
し
そ
の
人
は
一
門
広
き
小
名
で
も
あ
っ
た
の
で
、
親
し
き
あ
た
り
に
通
い
歩
い
て
命
を
継
い
だ
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
未
だ

流
動
的
な
鎌
倉
前
期
の
武
家
社
会
で
は
、
一
族
の
結
束
が
要
求
さ
れ
、
一
族
が
全
体
と
し
て
、
親
に
お
く
れ
た
子
供
の
め
ん
ど
う
を
み

る
と
い
う
、
相

E
扶
助
の
体
制
を
も
形
成
し
て
い
る
。
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親
族
と
そ
れ
に
結
合
し
て
い
く
姻
族
と
の
閤
の
つ
な
が
り
の
強
さ
は
、
佐
々
木
秀
義
が
お
ば
の
夫
秀
衡
を
た
の
ん
だ
例
、
和
田
の
乱

⑩
 

に
和
田
義
盛
の
妻
の
兄
の
子
横
山
時
兼
が
与
同
し
て
い
る
例
な
ど
が
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。
親
族
・
姻
族
の
結
束
の
強
さ
ゆ
え
に
、
そ

の
カ
ナ
メ
と
な
る
相
続
人
に
は
、
器
量
あ
る
者
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

養
子
と
は
異
な
る
も
う
一
つ
の
親
子
関
係
の
擬
制
と
し
て
、
鎌
倉
期
に
は
烏
帽
子
親
|
子
の
関
係
が
発
生
す
る
。
養
子
は
家
族
の
一

員
と
し
て
迎
え
る
の
に
対
し
、
こ
れ
は
家
族
を
な
さ
な
い
。
で
は
烏
帽
子
親
l
子
の
閣
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
何
の
た

め
に
こ
の
よ
う
な
関
係
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
吾
妻
鏡
』
文
治
五
年
四
月
十
八
日
条
に
よ
れ
ば
、
北
条
殿
の
コ
一
男
時
連
が
十
五

才
で
元
服
し
た
が
、
頼
朝
は
三
浦
十
郎
義
連
に
加
冠
を
頼
ん
で
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
小
童
を
政
子
が
殊
に
か
わ
い
が
り
「
将
来

に
到
り
方
人
た
ら
し
め
ん
と
欲
す
」
故
、
計
画
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
単
に
元
服
時
に
加
冠
を
な
す
だ
け
で
な
く
、
将
来
引
き
立

て
て
く
れ
る
有
力
者
を
烏
帽
子
親
に
選
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
烏
帽
子
親
1

子
の
関
係
に
よ
っ
て
も
、
御
家
人
層
の
結
合

が
形
成
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

元
服
時
に
饗
養
子
が
決
定
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
「
吾
妻
鏡
』
建
久
五
年
二
月
二
日
条
に
は
、
義
時
の
嫡
男
金
剛
が
十
三
才
で
元

服
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
こ
の
金
剛
を
算
と
す
る
よ
う
、
頼
朝
は
三
浦
義
澄
を
座
右
に
召
し
て
仰
せ
含
め
ら
れ
た
と
あ
る
。
義
澄
は
孫

女
中
か
ら
好
婦
を
選
ん
で
仰
せ
に
従
う
と
返
答
し
て
い
る
。
婿
養
子
と
す
る
方
が
烏
帽
子
親
l
子
の
関
係
よ
り
も
密
接
で
あ
る
こ
と
は

⑮
 

い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
実
朝
の
元
服
は
十
二
才
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
ふ
つ
う
十
二
|
十
五
才
で
元
服
す

る
が
、
元
服
時
を
契
機
に
、
武
家
社
会
で
は
将
来
に
わ
た
り
力
を
合
せ
る
べ
き
烏
帽
子
親
や
男
が
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
関
係
を
通
じ
て
武
士
固
と
武
士
団
の
結
合
が
、
網
の
目
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

⑮
 

次
に
猶
子
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
建
保
四
年
三
月
、
左
金
吾
頼
家
の
姫
君
(
十
四
才
)
が
尼
御
台
所
の
猶
子
と
な
っ
て
い
る
。
実

際
に
は
孫
で
あ
る
姫
が
政
子
の
猶
子
と
な
っ
て
い
る
理
由
は
、
政
子
の
地
位
の
高
さ
が
、
父
親
の
な
い
こ
の
姫
の
後
楯
と
し
て
好
都
合

だ
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
親
i
子
聞
に
は
、
祖
母
と
孫
の
関
係
以
上
の
強
い
結
び
つ
き
が
あ
る
と
い
う
認

識
が
前
提
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
の
親
|
子
間
に
は
、
祖
父
母
孫
に
も
み
ら
れ
な
い
、
強
力
な
紳
が
あ
り
、
そ
の
中
で
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古代・中世の「家Jと家族

親
権
の
強
さ
も
生
じ
た
の
だ
が
、
そ
の
強
い
結
合
に
準
じ
て
子
供
を
将
来
に
わ
た
り
援
助
し
て
い
く
体
制
を
つ
く
っ
た
の
が
、
猶
子
で

⑩
 

あ
り
、
烏
暢
子
親
l
子
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
政
子
は
稲
毛
重
成
の
孫
娘
を
も
猶
子
と
し
て
い
る
。

二
一
丸
丸
)

西
岡
虎
之
助
氏
は
、
正
治
元
年
七
月
、
頼
家
が
安
達
景
盛
の
妾
を
奪
い
、
さ
ら
に
景
盛
を
殺
そ
う
と
レ
た
時
、
政
子
が
頼
家
を
い
ま

し
め
、
「
景
盛
は
先
君
頼
朝
が
目
を
か
け
て
い
た
人
で
あ
る
。
も
し
罪
科
の
評
判
が
あ
れ
ば
自
分
が
先
に
訊
問
し
成
敗
す
る
で
あ
ろ
う
。

⑪
 

事
実
を
き
わ
め
ず
殺
そ
う
と
す
る
な
ど
、
後
悔
を
招
く
こ
と
で
あ
る
L

と
い
っ
た
、
と
い
う
記
事
を
評
し
て
、
「
政
子
が
将
軍
頼
家
以

⑩
 

上
の
権
限
を
も
っ
て
い
た
た
め
に
で
た
言
葉
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
政
子
の
政
治
的
立
場
が
将
軍

以
上
で
あ
っ
た
た
め
に
出
た
言
葉
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
事
件
に
限
ら
ず
、
頼
家
の
専
権
を
制
限
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
一
連
の
政
子
の

政
治
へ
の
口
入
は
、
将
軍
以
上
の
権
限
を
も
っ
て
い
た
た
め
に
な
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
政
子
が
頼
家
の
生
母
で
あ
っ
た
た
め
に
、
親

権
の
行
使
と
し
て
、
教
令
者
と
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
が
ら
で
あ
る
と
考
え
る
。
親
権
を
も
っ
て
子
息
の
専
断
を
制
限
し
、
教
令
を
な
し

た
と
考
え
た
い
。

元
久
二
年
七
月
、
牧
の
方
の
陰
謀
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
畠
山
重
忠
の
余
党
等
の
所
領
を
勲
功
の
輩
に
与
え
た
の
は
尼
御
台
所
の
計
い

⑩
 

で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
「
将
軍
家
幼
稚
之
間
知
此
L

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
論
功
行
賞
ま
で
政
子
が
行
え
た
の
も
、
将
軍

家
の
生
母
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
将
軍
家
が
幼
い
の
で
親
と
し
て
行
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
鎌
倉
期
の
親
|
子
関
係
は
緊
密

で
あ
り
、
ま
た
親
権
は
強
大
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
親
権
の
行
使
に
お
い
て
は
父
、
亡
き
あ
と
は
母
が
行
っ
た
の
で
あ
り
、
政
子
の

⑮
 

場
合
も
こ
れ
で
あ
る
と
考
え
る
。
大
友
氏
の
後
家
尼
信
妙
の
所
領
配
分
な
ど
、
後
家
が
親
権
を
行
使
し
た
例
は
多
い
。

二
二
四
八
)

親
|
子
の
結
び
つ
き
の
強
さ
を
示
す
も
の
と
し
て
、
『
吾
妻
鏡
』
窪
田
二
年
七
月
十
日
条
が
あ
る
。
亡
妻
の
遺
物
は
子
息
が
進
退
す

る
か
、
妻
の
家
へ
返
す
か
す
べ
き
で
あ
り
、
夫
が
進
止
す
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
母
と
子
と
い
う
親
子
の
結
び
つ
き
は

強
く
、
妻
と
そ
の
母
族
と
の
結
び
つ
き
が
そ
れ
に
次
ぎ
、
夫
婦
聞
は
相
続
に
関
す
る
限
り
比
較
に
な
ら
な
い
く
ら
い
弱
い
と
い
う
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

烏
帽
子
親
が
父
親
に
つ
い
て
、
猶
予
が
父
親
と
し
て
も
母
親
と
し
て
も
行
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、
乳
母
は
女
性
だ
け
の
問
題
で
あ
っ
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た
が
、
乳
母
の
夫
を
含
め
た
乳
母
の
一
族
が
、
脊
て
た
子
供
の
後
見
を
し
て
い
る
例
は
多
い
。
木
曽
義
仲
は
、
父
義
賢
が
悪
源
太
義
平

⑨

(

安

曇

冗

)

に
殺
さ
れ
た
時
三
一
才
の
嬰
児
で
あ
っ
た
。
乳
母
の
夫
中
三
権
守
兼
速
が
慎
き
、
信
濃
国
木
曲
目
に
遁
れ
養
育
し
て
い
る
。
ま
た
一
二
二
七

年
六
月
、
武
蔵
二
郎
時
実
(
武
州
の
二
男
)
が
家
人
高
橋
二
郎
に
殺
害
さ
れ
た
が
、
そ
の
時
、
乳
母
の
夫
で
あ
る
尾
藤
左
近
将
監
景
綱

⑫

(

連

永

元

)

は
出
家
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
二

O
六
年
十
月
、
故
将
軍
頼
家
の
息
善
哉
が
実
朝
の
猶
子
と
し
て
始
め
て
営
中
に
入
っ
た
が
、
乳
母

⑬
 

の
夫
三
浦
義
村
は
賜
物
を
献
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
乳
母
と
そ
の
夫
も
、
烏
帽
子
親
同
様
、
そ
れ
以
上
に
、
養
育
し
た
子
供
を
ひ

き
た
て
援
助
し
、
成
長
し
て
後
も
行
動
を
と
も
に
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

乳
母
の
子
が
の
ち
に
出
世
し
た
り
、
乳
母
の
養
育
し
た
貴
種
の
烏
帽
子
子
に
な
る
こ
と
も
、
乳
母
一
族
と
養
育
さ
れ
た
人
物
と
の
関

係
を
一
層
強
め
る
役
割
を
果
し
た
。
頼
家
の
乳
母
は
比
企
の
尼
の
娘
で
、
比
企
の
尼
は
頼
朝
の
乳
母
で
あ
っ
た
。
比
企
の
尼
は
甥
能
員

を
猶
子
と
な
し
て
推
挙
し
、
能
員
の
妻
と
な
っ
て
い
た
尼
の
娘
を
頼
家
の
乳
母
と
し
て
推
し
た
の
で
あ
ろ
旬
。
ま
た
頼
朝
の
も
う
一
人

(
治
承
四
)

の
乳
母
寒
川
尼
(
八
回
宗
綱
患
女
・
小
山
政
光
の
妻
)
は
、
鍾
愛
の
末
子
を
つ
れ
て
一
一
八

O
年
十
月
、
隅
田
宿
に
や
っ
て
き
た
。
当

時
頼
朝
は
三
万
騎
を
率
い
て
武
蔵
に
赴
く
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
尼
は
十
四
才
の
こ
の
子
を
泥
近
奉
公
さ
せ
た
い
と
望
ん
だ
の
で
、
自
ら

⑧
 

首
服
を
加
え
、
烏
帽
子
を
取
っ
て
授
け
て
い
る
。
小
山
朝
光
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
乳
母
の
一
族
が
、
養
育
し
た
子
供
と
、
二

重
に
親
密
な
関
係
を
保
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

(

寛

元

四

)

⑮

一
二
四
六
年
三
月
の
評
定
で
は
、
有
間
朝
澄
一
期
の
後
伝
領
す
べ
き
も
の
と
い
う
養
母
の
尼
の
遺
言
が
議
さ
れ
て
い
る
。
養
育
に
よ
っ

て
実
母
子
と
同
様
の
関
係
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
評
定
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
二

(

宝

治

二

)

⑪

年
後
の
一
二
四
八
年
七
月
、
「
亡
妻
養
子
の
事
、
凡
そ
女
人
は
自
専
の
法
な
し
」
と
の
沙
汰
が
あ
り
、
夫
が
許
し
た
養
子
以
外
、
女
人

が
養
子
を
と
る
こ
と
は
不
許
可
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
夫
の
死
後
、
女
性
が
自
分
の
意
志
で
養
子
を
と
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な

く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
鎌
倉
中
期
に
到
り
、
夫
の
死
後
女
性
が
自
ら
養
子
を
と
っ
た
り
、
所
領
を
養
子
に
譲
与
す
る
こ
と
は
、

き
び
し
く
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
前
期
に
お
い
て
、
女
人
が
養
子
を
と
る
こ
と
は
先
縦
多
し
と
さ
れ
て
公
認
さ
れ
て
い
た

の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
ま
た
、
夫
の
許
し
を
得
な
い
養
子
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
妻
の
権
限
の
後
退
で
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も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
如
く
、
鎌
倉
期
に
お
い
て
は
、
女
人
養
子
が
出
現
し
一
般
化
し
た
こ
と
が
第
一
の
特
徴
で
あ
っ
た
が
、
中
期
以
後
、

女
性
が
自
分
の
意
志
で
養
子
を
と
り
、
所
領
を
譲
与
す
る
こ
と
は
制
限
さ
れ
た
。
養
子
は
、
他
人
に
対
し
て
も
聞
か
れ
て
い
た
が
、
幕

府
の
方
針
は
「
一
族
並
に
傍
輩
L

に
限
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
御
家
人
の
所
領
の
流
出
を
防
ぐ
目
的
が
あ
っ
た
た
め

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
養
子
の
地
位
は
、
強
大
な
親
権
の
も
と
に
あ
っ
て
、
そ
れ
に
従
う
義
務
を
社
会
的
に
も
課
さ
れ
て
お
り
、
一

歩
誤
れ
ば
下
人
へ
の
転
落
の
可
能
性
も
有
し
て
お
り
、
主
従
関
係
に
等
し
い
側
面
も
兼
ね
備
え
て
い
た
が
、
反
面
、
強
大
な
親
権
に
庇

護
さ
れ
て
い
る
面
も
も
ち
、
養
子
・
実
子
に
か
か
わ
ら
ず
器
量
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
代
、
親

子
関
係
の
擬
制
で
あ
る
烏
帽
子
親
子
、
猶
予
、
乳
母
な
ど
が
あ
い
つ
い
で
成
立
し
た
の
は
、
武
士
階
級
に
お
い
て
親
|
子
の
秩
序
を

基
軸
と
す
る
「
家
」
が
確
立
し
、
「
家
」
と
「
家
L

と
の
結
合
と
し
て
の
一
族
な
い
し
惣
領
制
が
社
会
生
活
の
単
位
で
あ
っ
た
た
め
で

あ
る
と
考
え
る
。
養
子
、
笠
養
子
、
烏
帽
子
親
、
猶
子
、
乳
母
な
ど
が
縦
横
に
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
武
士
団
の
一
族
と
一
族
、

「
家
」
と
「
家
」
と
が
固
く
結
び
合
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

四

戦
国
期
の
養
子

古代・中世の「家jと家族

戦
国
家
法
で
は
、
御
家
人
が
非
御
家
人
の
子
を
養
子
と
す
る
よ
う
な
、
身
分
を
越
え
て
養
子
を
と
る
こ
と
を
禁
じ
て
お
り
(
大
内
氏

高
唱

提
書
)
、
こ
れ
は
鎌
倉
幕
府
法
と
方
針
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
戦
国
期
に
お
い
て
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
生
前
上
聞

に
達
し
て
い
た
か
ど
う
か
、
遺
跡
・
印
判
を
も
ら
っ
て
い
た
か
ど
う
か
の
条
件
が
付
け
加
わ
る
。
大
内
氏
の
援
書
で
は
養
父
存
生
の
聞

に
上
聞
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
者
は
、
御
定
法
と
し
て
、
養
父
没
後
に
兼
約
の
次
第
を
披
露
し
て
も
養
子
を
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
し
た
。
例
外
と
し
て
討
死
勲
功
跡
は
私
の
儀
を
も
っ
て
約
諾
し
た
場
合
で
も
支
証
明
鏡
で
あ
れ
ば
そ
の
養
子
を
立
つ
べ
し
と
仰
せ
出

⑩
 

さ
れ
る
こ
と
と
し
、
若
年
の
輩
の
場
合
は
一
家
親
類
中
か
ら
器
量
を
選
ん
で
上
意
と
し
て
仰
せ
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
よ
う
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に
、
養
子
の
選
定
に
戦
国
大
名
の
承
認
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
り
、
大
名
権
の
「
家
」

る。

へ
の
介
入
が
著
し
い
の
が
特
徴
で
あ

58 

親
権
は
や
は
り
強
く
、
『
塵
芥
集
』
五
七
条
に
は
、
殺
が
盗
賊
を
し
た
場
合
の
径
は
子
に
懸
か
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
但
し

子
で
あ
っ
て
も
談
合
が
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
懸
け
て
は
な
ら
ず
、
子
の
似
合
も
親
に
懸
け
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
同
一
の
家
に
居
住

し
て
い
た
な
ら
ば
同
罪
で
あ
る
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
談
合
の
事
実
や
同
居
の
事
実
を
条
件
と
し
な
が
ら
も
、
親
の
径
が
子
に
か
か
る

と
い
う
原
則
は
ゆ
る
が
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

『
甲
州
式
目
』
も
、
親
の
負
物
を
子
が
相
済
す
べ
き
事
は
勿
論
で
あ
り
、
反
対
に
子
の
負
物
は
親
に
懸
け
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い

る
。
た
だ
、
親
が
借
状
に
加
筆
し
て
い
た
場
合
は
親
に
も
懸
か
る
し
、
子
が
早
世
し
て
し
ま
い
、
親
が
そ
の
跡
を
保
っ
て
い
る
よ
う
な

⑭
 

場
合
は
、
逆
儀
で
は
あ
る
が
子
の
負
物
は
済
す
べ
き
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
親
の
罪
は
子
に
か
か
り
、
親
の
借
財
も
子
に
か
か
る
と

い
う
、
親
権
の
強
さ
、
親
か
ら
み
た
親
子
一
体
観
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
o

吋
結
城
氏
新
法
度
』
も
同
様
に
親
の
負
物
は
養

⑪
 

子
が
負
担
す
べ
き
事
を
規
定
し
て
い
る
。

ま
た
、
養
子
の
継
母
に
対
す
る
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
『
甲
州
法
度
之
次
第
』
コ
二
条
は
、
遺
跡
・
印
判
を
申
請
し
た
養
子
で

あ
れ
ば
、
父
の
死
後
、
実
子
が
あ
っ
て
も
叙
用
せ
ず
、
継
母
に
対
し
て
不
孝
で
あ
れ
ば
所
領
は
悔
返
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

養
子
の
思
地
相
続
は
、
継
母
に
対
す
る
孝
養
を
持
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
確
実
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
親
権
の
絶

対
性
を
示
す
条
項
で
あ
る
と
と
も
に
、
子
は
常
に
親
へ
の
孝
養
の
道
を
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

親
に
対
す
る
不
孝
の
具
体
的
表
れ
が
毅
i
子
の
争
い
で
あ
る
が
、
『
結
城
氏
新
法
度
』
で
は
、
親
子
の
い
さ
か
い
は
「
子
の
無
理
」

だ
と
決
め
つ
け
て
い
る
。
例
外
と
し
て
親
の
誤
り
を
認
め
る
場
合
が
二
つ
あ
り
、
「
か
し
ら
を
ふ
む
子
(
長
子
)
を
そ
ば
め
、
わ
き
の

(

覚

悟

)

(

主

)

(

諌

)

子
を
引
き
た
て
へ
き
か
く
こ
」
を
な
し
た
場
合
と
、
「
其
身
不
忠
し
な
か
ら
、
子
を
も
な
ら
へ
て
其
し
う
ニ
不
忠
し
候
へ
と
い
さ
む

@
 

場
合
、
と
し
て
い
る
。
大
名
権
力
か
ら
み
て
、
従
順
・
忠
孝
な
子
息
の
み
、
親
へ
の
反
逆
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
親
l
子
の
関
係

が
、
戦
国
大
名
権
力
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ

l
確
立
の
中
で
、
大
名
権
力
へ
の
忠
を
基
本
に
し
た
典
型
的
な
型
H
理
想
像
へ
と
練
り
上
げ
ら
れ



て
い
く
過
韓
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
古
代
以
来
の
親
権
の
も
と
に
あ
る
子
・
養
子
と
い
う
親
|
子
関
係
に
、
戦
国
大
名
権
力
へ
の
忠

と
い
う
要
素
が
加
え
ら
れ
、
そ
れ
が
親
i
子
関
係
を
計
る
主
要
な
尺
度
へ
と
置
き
変
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

近
世
初
期
に
成
立
し
た
『
吉
川
氏
法
度
』
に
な
る
と
、
「
継
父
継
母
ニ
孝
行
之
事
専
一
也
L

と
、
育
て
た
継
父
母
に
は
真
の
父
母
よ

⑬
 

り
も
孝
養
を
つ
く
す
べ
き
事
が
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
戦
国
期
に
は
実
父
母
も
継
父
母
も
同
じ
で
あ
っ
た
も
の
が
、
継
父
母
へ
の

孝
行
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
形
式
的
な
家
秩
序
の
護
持
を
第
一
義
と
す
る
、
近
世
的
家
族
道
徳
確
立
へ
の
方
向
が
み
え

る
の
で
あ
る
。

古代・中世の「家」と家族

い
っ
ぽ
う
、
そ
の
親
を
、
戦
国
大
名
権
力
は
強
力
に
権
力
の
傘
の
う
ち
に
取
り
込
ん
で
い
る
。
一
二
好
氏
の
法
度
『
新
加
制
式
』
は
、

私
領
を
子
孫
に
譲
与
す
る
の
は
、
父
祖
の
意
に
任
す
べ
し
と
し
な
が
ら
も
、
父
祖
相
伝
の
地
を
数
多
の
子
孫
に
分
け
与
え
る
た
め
に
嫡

家
が
佐
保
せ
し
む
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
三
代
付
属
の
領
知
は
一
切
庶
子
に
譲
る
べ
か
ら
ず
、
新
地
に
至
り
で
は
父
祖
の
意
に

⑭
 

任
す
ベ
し
、
な
お
譲
与
の
時
淵
底
を
究
め
、
そ
の
定
め
あ
る
べ
き
か
」
と
、
親
の
所
領
譲
与
に
介
入
し
て
い
る
。

大
名
権
力
の
介
入
は
、
親
の
譲
与
に
関
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
親
と
子
、
師
弟
と
弟
子
の
聞
の
訴
論
な
ど
に
も
介
入
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
訴
論
の
裁
決
が
、
大
名
権
力
の
確
立
に
大
き
な
役
割
を
果
し
て
お
り
、
村
落
間
相
論
、
暗
一
嘩
な
ど
に
大
名
権
力
が
介
入
す
る

こ
と
の
意
義
を
勝
俣
鎮
夫
氏
は
「
前
代
の
あ
ら
ゆ
る
公
権
力
の
権
力
の
効
力
を
断
ち
き
っ
て
、
自
己
を
最
高
と
す
る
大
名
の
一
元
的
支

⑩
 

配
権
を
確
立
す
る
こ
と
が
、
戦
国
大
名
を
戦
国
大
名
た
ら
し
め
る
最
大
の
特
徴
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
親
子
相
論
に
お
い
て
も

同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
『
六
角
氏
式
目
』
に
は
、
親
子
・
師
弟
が
訴
論
に
及
ぷ
時
、
子
息
・
弟
子
の
い
う
事
を
大
綱
許
可
す
る
こ
と
は

な
い
、
と
し
な
が
ら
も
、
「
言
上
に
及
ぶ
と
い
え
ど
も
、
忠
孝
の
差
別
、
御
思
慮
御
分
別
を
加
え
ら
れ
、
御
成
敗
あ
る
べ
き
事
」
と
、

⑮
 

大
名
側
の
裁
量
の
余
地
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
与
奪
状
、
譲
状
の
次
第
に
つ
い
て
は
、
式
目
に
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
自
今
以
後
に
お

@
 

い
て
は
先
例
を
用
い
ら
る
べ
し
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
先
例
を
第
一
の
典
拠
と
す
る
点
で
、
大
名
の
恋
意
的
裁
決
を
も
制
限
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
い
か
に
し
て
公
正
な
裁
判
を
得
る
か
は
、
戦
国
大
名
、
そ
の
家
臣
屈
に
つ
い
て
は
大
問
題
で
あ
り
、

か
っ
、
こ
れ
は
家
臣
団
の
家
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
先
例
を
第
一
の
拠
り
所
と
し
、
そ
の
上
で
大
名
の
思
慮
分
別
あ
る
裁
決
が
行
わ
れ
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る
事
を
理
想
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
殺
)

前
条
の
但
書
の
中
で
、
譲
状
を
得
る
輩
が
後
判
を
恐
れ
ず
こ
と
さ
ら
に
父
母
師
匠
等
に
対
し
不
儀
の
働
き
を
な
す
の
は
曲
事
で
あ
る

⑪
 

と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
譲
与
や
、
そ
れ
が
問
題
に
な
っ
た
時
期
だ
け
で
な
く
、
親
子
・
師
弟
関
係
に
つ
い
て
は
そ
れ
以
後
も
、

不
義
不
孝
を
尺
度
に
子
・
弟
子
の
行
動
が
社
会
的
に
監
視
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
不
義
不
孝
は
、
親
や
師
が
道

理
孝
忠
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
承
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
親
・
師
の
行
為
も
世
間
の
目
で
常
に
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

「
孝
」
・
「
孝
養
」
を
も
っ
て
人
の
評
価
を
な
す
こ
と
は
、
平
安
末
期
か
ら
み
ら
れ
る
こ
と
は
前
述
し
た
。
戦
国
期
に
至
る
ま
で
こ
れ

は
家
法
に
も
村
落
文
書
に
も
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
孝
養
」
が
こ
の
よ
う
に
し
て
中
世
社
会
の
生
活
規
範
と
な
り
、
万
人
の
認
め

る
尺
度
と
な
っ
た
が
、
戦
国
大
名
は
「
孝
養
」
に
付
随
さ
せ
て
「
忠
」
「
不
儀
」
と
い
う
規
範
を
、
家
臣
団
の
中
に
浸
透
さ
せ
て
い
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑮
 

次
に
、
戦
国
期
の
村
落
に
お
け
る
養
子
を
検
討
す
る
。
延
徳
一
苅
年
の
「
今
堀
地
下
提
書
案
」
に
は
、
「
ユ
イ
シ
ハ
七
子
ヨ
リ
ス
キ
テ

メ
サ
レ
候
ハ
、
度
へ
ハ
不
可
入
者
也
」
と
あ
る
。
七
子
以
上
も
猶
子
と
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
現
実
に
は
少
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、

一
定
数
の
座
人
H
村
人
の
家
を
継
承
し
て
い
く
た
め
に
、
惣
村
に
お
い
て
も
地
下
人
ク
ラ
ス
で
猶
子
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

地
下
人
の
家
を
保
ち
続
け
て
い
く
た
め
に
、
七
度
も
の
猶
子
が
村
捉
で
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
村
座
の
構
成
員
で
あ
る
村
人
の
家

が
、
一
定
数
の
ま
ま
安
定
的
に
持
続
し
て
い
く
こ
と
を
、
当
時
の
村
落
構
成
員
が
望
ん
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
蒲
生
郡
八
幡
神

@
 

社
に
残
る
「
南
谷
小
里
衆
中
提
書
案
L

に
も
、
「
あ
と
め
な
き
人
は
、
ゆ
い
し
を
い
た
す
可
事
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
跡
目
相
続
の
た

め
に
猶
子
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
戦
国
期
の
惣
村
に
お
い
て
、
実
子
が
な
い
時
は
猶
子
を
と
る
こ
と
が
一
般
に
行
な
わ
れ
、
と
る
べ
き
こ
と
が
惣
捉
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
惣
村
を
構
成
す
る
村
座
の
メ
ン
バ
ー
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
家
」
を
形
成
し
て
お
り
、
そ
の
家
の
継
承
は

村
落
構
成
員
の
義
務
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
座
人
の
数
を
一
定
に
維
持
し
て
い
く
こ
と
は
、
村
落
共
同
体
の
維
持
発
展
の
基
盤
で
あ

る
か
ら
、
実
子
の
な
い
時
に
は
猶
子
を
座
入
さ
せ
た
わ
け
で
あ
る
。
で
は
村
落
共
同
体
成
員
日
座
人
の
「
家
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
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⑩
 

の
で
あ
ろ
う
か
。
「
今
堀
地
下
提
書
案
」
に
、
「
惣
ヨ
リ
屡
敷
請
候
て
、
村
人
ニ
テ
無
物
、
不
可
置
事
」
と
あ
る
の
で
、
惣
の
承
認
の
も
と

ム
ロ
ト

に
屋
敷
を
も
っ
村
人
層
が
古
く
か
ら
の
構
成
員
で
あ
る
が
、
村
人
の
外
側
に
は
地
下
人
(
「
村
人
ニ
テ
無
物
」
)
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
こ

の
こ
ろ
に
は
座
を
形
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
一
定
の
家
数
を
保
持
し
、
惣
か
ら
屋
敷
の
保
障
を
受
け
た
村
人
層
が
惣
村

で
主
要
な
発
言
権
を
握
っ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
屋
敷
を
苑
っ
た
時
に
百
分
の
三
の
代
金
を
惣
へ
出
す
こ
と
も
規
定
し
、

「
背
此
旨
ヲ
村
人
ハ
、
座
ヲ
ヌ
ク
ヘ
キ
也
L

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
屋
敷
持
ち
で
あ
る
こ
と
が
村
人
の
地
位
を
表
示
す
る
指
標
で

あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
屋
敷
の
保
有
権
は
惣
の
強
力
な
規
制
下
に
あ
っ
た
こ
を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
戦
国
期
の
村
落
に
お
い
て
は
、
村
落
内
成
員
の
中
で
広
く
養
子
・
猶
子
を
求
め
る
風
習
が
あ
っ
た
が
、
村
落
外
の
者

が
定
着
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
き
わ
め
て
排
他
的
で
あ
っ
た
。
先
述
の
地
下
捉
に
は
「
他
所
之
人
を
地
下
ニ
請
人
候
ハ
て
、
不
可
置
侯

事
L

と
あ
り
、
村
落
外
の
者
に
対
し
て
は
き
び
し
く
排
除
し
て
い
く
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
養
子
・
滋
子
も
、
村
人
は
村

人
中
か
ら
、
地
下
人
は
地
下
人
中
か
ら
得
る
と
い
う
、
階
層
制
が
守
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

戦
国
期
の
養
子
の
特
徴
は
、
武
士
階
級
に
も
惣
村
の
村
人
、
地
下
人
層
に
も
必
要
な
制
度
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
武
士
階
級
に
お

い
て
は
、
養
子
に
上
聞
・
印
判
を
必
要
と
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
戦
国
大
名
権
力
の
家
臣
団
の
家
へ
の
介
入
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
戦
国

大
名
は
恩
地
相
続
の
面
か
ら
親
か
ら
子
へ
の
相
続
に
干
渉
し
、
孝
と
と
に
忠
の
観
念
を
家
族
関
係
に
持
ち
込
ん
で
い
る
。
そ
う
し
た
家

族
の
あ
り
方
を
確
立
し
、
親
を
権
力
の
傘
の
内
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
家
臣
団
統
制
を
完
成
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

武
士
も
地
下
人
・
村
人
も
階
層
を
越
え
る
養
子
は
取
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
、
階
層
に
つ
い
て
は
閉
鎖
的
で
あ
り
、
惣
村
に
お
け
る

外
部
者
に
対
す
る
閉
鎖
性
と
同
じ
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
村
人
の
家
数
を
一
定
に
保
ち
惣
結
合
を
維
持
し
て
い
く
と
い
う
惣
村
の
命
題

は
、
武
士
階
級
に
お
い
て
は
「
家
L

の
維
持
継
承
と
い
う
認
識
と
し
て
社
会
的
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
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非
血
縁
の
養
子
を
「
家
」
の
中
に
ど
の
よ
う
に
組
み
入
れ
て
い
っ
た
か
を
通
し
て
、
「
家
」
と
家
族
の
成
立
過
程
を
考
察
し
た
こ
の

論
考
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
し
え
た
点
を
ま
と
め
て
、
む
す
び
に
か
え
た
い
。

同
居
共
財
を
理
念
と
す
る
律
令
制
社
会
で
は
、
血
縁
に
よ
っ
て
結
ば
れ
は
た
祖
父
母
、
父
母
、
子
、
孫
が
一
所
に
住
む
こ
と
が
理
想

と
さ
れ
て
お
り
、
親
権
は
強
く
、
養
子
も
近
い
親
類
か
ら
迎
え
る
規
定
が
あ
っ
た
。
他
姓
養
子
は
原
則
と
し
て
不
可
能
で
あ
っ
た
。
し

か
し
五
位
以
上
特
に
三
位
以
上
に
は
嫡
子
制
が
導
入
さ
れ
、
嫡
子
に
よ
る
相
続
、
「
家
」
の
継
承
制
が
い
ち
は
や
く
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
。

こ
う
し
て
三
位
以
上
の
階
層
に
ま
ず
「
家
」
が
成
立
、
平
安
期
に
は
貴
族
膚
に
お
い
て
、
氏
か
ら
の
「
家
」
の
分
化
が
一
般
化
す
る
。

し
か
し
庶
民
に
お
い
て
は
律
令
制
下
で
は
「
家
」
は
未
成
立
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
，

平
安
期
の
貴
族
層
の
父
母
と
子
に
よ
る
「
家
」
は
、
財
産
、
家
格
、
家
業
を
継
承
す
る
主
体
と
し
て
一
般
化
し
、
し
か
も
そ
れ
ら
を

継
承
す
る
の
は
、
養
子
も
ふ
く
め
て
主
と
し
て
男
性
で
あ
っ
た
。
貴
族
層
に
お
い
て
こ
こ
で
も
い
ち
は
や
く
父
系
制
が
確
立
し
て
く
る

と
考
え
ら
れ
る
。

鎌
倉
期
に
は
、
養
子
が
他
人
養
子
の
要
素
を
も
つ
ば
か
り
で
な
く
、
女
人
養
子
や
、
烏
帽
子
親
子
、
猶
子
、
乳
母
な
ど
血
縁
関
係

を
擬
制
し
た
制
度
が
あ
い
つ
い
で
成
立
す
る
。
そ
の
た
め
家
族
は
血
縁
関
族
だ
け
で
な
く
、
姻
族
や
そ
の
他
の
擬
制
関
係
に
よ
っ
て
何

重
に
も
、
ま
た
広
く
結
び
あ
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
核
に
は
親
|
子
関
係
が
あ
り
、
強
大
な
続
権
を
も
ち
教
令
者
と
し

て
尊
ば
れ
る
親
の
も
と
で
、
実
子
も
養
子
も
器
量
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
た
。
女
子
は
武
芸
と
し
て
の
器
量
は
持
ち
合
せ
て
い
な
い
か
ら
、

女
人
養
子
や
女
子
へ
の
譲
与
そ
の
も
の
が
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
武
士
の

J
F
が
多
様
な
婚
姻
や
擬
制
的
親
子
関
係
の
な
か
で

成
立
す
る
の
で
あ
る
。

戦
国
期
に
は
、
戦
国
大
名
権
の
「
家
」

へ
の
介
入
が
み
ら
れ
、
孝
と
と
も
に
忠
と
い
う
規
範
を
持
ち
込
ん
で
い
る
。
孝
養
は
平
安
末
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か
ら
存
在
す
る
社
会
道
徳
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
こ
の
時
代
、
忠
が
加
え
ら
れ
、
よ
り
重
視
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
家
臣
団
に
お
い

て
も
村
落
の
村
人
・
地
下
人
層
に
お
い
て
も
、
彼
ら
の
「
家
」
は
そ
の
継
承
、
構
成
集
団
内
で
の
地
位
の
保
全
と
い
う
集
団
内
部
の
要

請
か
ら
、
き
わ
め
て
閉
鎖
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
二
疋
数
の
家
数
を
維
持
す
る
必
要
か
ら
、
養
子
や
猶
子
は
戦
国
期
の
社
会
で

あ
ら
ゆ
る
階
層
に
お
い
て
さ
か
ん
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
養
子
を
求
め
る
対
象
は
間
階
層
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

養
子
は
こ
の
よ
う
に
「
家
」
が
成
立
し
、
し
か
も
父
系
で
継
承
さ
れ
る
よ
う
な
っ
て
社
会
的
に
必
要
な
制
度
と
な
っ
て
い
っ
た
。
ま

ず
貴
族
層
に
、
つ
い
で
庶
民
、
武
士
へ
と
養
子
の
制
は
広
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

i主① 

古
川
弘
文
館
、

一
九
七
二
年
。

② 

同
書
九
一
頁
。

『
中
世
武
士
図
』
(
『
白
本
の
歴
史
ロ
』
、
小
学
館
、

一
九
七
六
年
)
。

一
九
七
四
年
)
、
「
中
世
社
会
詳
細
」
(
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
8
』
中
世
4

③ ④ ⑤ 

寸
荘
菌
制
と
領
主
制
L

(

『
講
座
日
本
史
2
』

子
孫
別
籍
異
財
線
。

一
九
七

O
年)。

③⑦⑥  

祖
父
母
係
。

子
孫
違
犯
教
令
縁
。

止
口
組
父
母
父
母
線
。

⑨ 

雪
祖
父
母
父
母
縁
。

⑬ 

雪
祖
父
母
父
母
排
除
。

⑪ 

63 

律
巻
第
一
。



⑫ 

戸
令
国
守
巡
行
燦
。

64 

⑬ 

孝
子
煩
孫
縁
。

⑬ 

『
続
日
本
紀
』
。

⑬ 

聴
養
係
。

⑬ 

「
古
記
」
に
「
然
今
時
人
、
多
以
己
親
弟
・
従
父
弟
等
為
二
養
子
こ
と
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

⑪ 

養
子
所
養
父
母
無
子
捨
去
縁
。

⑬ 

養
子
所
養
父
母
無
子
捨
去
係
。

⑬ 

犯
死
罪
線
。

⑫ 

寸
古
記
L

に
よ
る
。

@ 

『
令
集
解
』
喪
葬
令
服
紀
像
、
戸
婚
律
逸
文
。

⑫ 

継
線
条
。

⑫ 

定
嫡
子
係
。

@ 

継
嗣
条
。

⑫ 

「
養
老
戸
令
応
分
条
の
研
究
L

(

『
法
制
史
論
集
』
第
一
巻
所
収
)
。
な
お
、
戸
令
応
分
条
に
つ
い
て
は
、
最
近
森
田
悌
氏
が
、
そ
の
政
策
意
図

に
つ
い
て
、
庶
子
を
自
立
さ
せ
、
房
戸
主
と
し
て
支
配
の
基
盤
に
据
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
を
出
さ
れ
て
い
る
つ
戸
令
応
分
条

に
つ
い
て
」
『
日
本
史
研
究
』
二
七

一
九
八
五
年
)
。

⑫ 

雪
祖
父
母
父
母
縁
。

⑫ 

服
紀
様
。

⑫ 

平
安
遺
文
一
三
三
八
号
。

⑮ 

平
安
遺
文
一
二
七
七
号
。
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⑮ 

吉
田
孝
氏
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
(
岩
波
書
底
、
一
九
八
三
年
)
。
橋
本
義
彦
氏
「
貴
族
政
権
の
政
治
構
造
L

(

岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
4
』

古
代
4
)
な
ど
。

@ 

『
教
言
卿
記
』
。

@ 

室
町
後
期
以
後
の
日
野
家
の
男
子
に
も
相
続
に
お
け
る
こ
の
傾
向
は
変
化
し
て
い
な
い
。
(
拙
稿
「
中
世
に
お
け
る
女
性
の
地
位
と
役
割
|
婚

娘
形
態
を
通
じ
て
|
」
橘
女
子
大
学
研
究
紀
要
第
十
号
、

吉
田
孝
氏
前
掲
書
。

一
九
八
二
年
)
。

@ @ 

追
加
法
五
九
六
。

@ 

「
入
来
文
書
』
寺
尾
家
文
書
所
引
、
元
亨
元
年
事
書
。

@@  

追
加
法
七
ニ
。

追
加
法
四
三
四
。

⑮ 

追
加
法
四
三
三
。

⑮ 

追
加
法
四
六
七
。

⑩ 

巻
九
ノ
図
。

@ 

巻
十
ノ
四
。

⑫ 

巻
九
ノ
四
。

⑬ 

『
吾
妻
鏡
』
治
承
閲
年
八
月
九
日
条
、
建
保
元
年
五
月
二
日
条
。

⑬ 

『
吾
妻
鏡
』
建
仁
三
年
十
月
八
日
条
。

『
吾
妻
鏡
』
建
保
四
年
三
月
五
日
条
。

『
吾
妻
値
観
』
元
久
二
年
十
一
月
三
日
条
。

『
吾
妻
鏡
』
正
治
元
年
七
月
十
九
日
条
。

65 

⑬ ⑬ @ 



⑬ 

『
日
本
女
性
史
考
』
。

66 

⑬ 

『
吾
妻
鏡
』
元
久
二
年
七
月
一
日
条
。

⑮ 

『
志
賀
文
書
』

『
吾
妻
鏡
』
治
承
四
年
九
月
七
日
条
。

⑪ @ 

『
吾
妻
鏡
』
安
貞
元
年
六
月
十
八
日
条
。

@ 

『
吾
妻
鏡
』
建
永
元
年
十
月
廿
日
条
。

@ 

『
吾
妻
鏡
』
養
和
二
年
八
月
十
二
日
条
、
十
月
十
七
日
条
。

『
吾
妻
鏡
』
治
承
四
年
十
月
二
日
条
。

⑮ ⑬ 

『
吾
妻
鏡
』
寛
元
四
年
三
月
十
二
日
条
。

@ 

『
吾
妻
鏡
』
宝
治
二
年
七
月
十
日
条
。

⑬ 

九
条
。

@ 

一
五
四
条
。

@ 

条

@ 

四
五
条
。

⑫ 

五
一
条
。

@ 

五
四
条
。

⑬ 

「
戦
国
法
」
(
岩
波
講
座
『
B
本
歴
史
6
中
世
2
』

一
九
七
六
年
、
の
ち
『
戦
国
法
成
立
史
論
』
第
二
部
第
五
章
所
収
)
。

⑬ 

四
六
条
。

@ 

四
七
条
。

@ 

四
七
条
。



古代・中世の「家」と家族

⑬ 

2
7堀
日
吉
神
社
文
書
』

⑬ 

『
蒲
生
郡
誌
』

⑫ 

『
今
堀
日
士
ロ
神
社
文
書
』
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