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鈴
木
直
美
著

中
國
古
代
家
族
史
研
究

序

秦
律

・
漢
律
に
み
る
家
族
形
態
と
家
族
観

鷲

尾

祐

子

禮
教
も

て
杜
會
を
教
導
し
正
し

い
親
族
關
係

の
維
持
を
は
か
る
皇
帝
專
制

政
治
を
認
識
す
る
上

で
、
さ
ら

に
あ
ら
ゆ
る
階
暦

の
人

々
が
孝
を
至
上

の
倫

理
と

し
た
か

つ
て
の
中
國

杜
會
を
理
解

す
る
た
め

に
も

、
「家

族
」

の
検
討

が
必

須

で
あ

る

こ
と

は
明

か
で
あ

る
。
ま

た
、
家
族

は
す

べ
て

の
階
暦

の

人

々
が
所
囑
す
る
普
遍
的
な
場

で
あ
り
、
そ

の
研
究
を
通
し

て
、
歴
史
上

に

功
績
は
残
ら
な

い
が
確
か

に
存
在
し
た
人

々
を
研
究

の
封
象

に
含
め
る

こ
と

が
可
能
と
な
る
。

し
か
し
、
家
族
と
は
普
遍
的
な
存
在

で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
關
聯
史

料

の
残
存
状
況
に
は
か
た
よ
り
が
存
在
し
、
各
時
代

に
お
け
る

一
般
的
な
様

態

に

つ
い
て
知

る
こ
と
は

困
難

で
あ

っ
た
。
ま
ず

、
重

要
な

人
物

の

エ
ピ

ソ
ー
ド
を
中
心
に
史
料
が
残
る
た
め
、
皇
帝
や
高
位
高
官

の
家
に

つ
い
て
は

僻

比
較
的
知
り

や
す

い
。
さ
ら

に
親

の
た
め
眞
冬

に
た
け

の
こ
を
掘
る
孝
子

や
、

再
婚
を
強
制
さ
れ

て
自
ら
鼻
を
削
ぐ
よ
う
な
烈
婦
に

つ
い
て
も
記
録
に
と
ど

め
ら
れ
る
が
、
卒
凡
な
人

の
家
族
は
ど
う

で
あ

っ
た

の
か
に

つ
い
て
の
記
述

は
少
な

い
。

ま
た
、
肚
會
を
構
成
す
る
諸
集
團
は
、
本
來
多

様

で
流
動
的

で
あ
り
、

一

元
的
な
把
握
は
不
可
能

で
あ
る
。
漢
代
家
族

の
實
態
と
し

て
、
史
料
に
は
核

家
族

(夫
婦
と
未
成
年
子
か
ら
な
る
)
も
複
合
家
族

(複
数

の
核
家
族
が
結

合
す
る
)
も
見
え

て
い
る

の
で
あ
り
、
こ

の
よ
う
な
併
存
状
況
を
ど

の
よ
う

に
読
明
す
る
か
と

い
う

こ
と
は
、
現
在
に
お

い
て
も
検
討
課
題

で
あ
る
。
そ

し

て
、
ど
ち
ら

の
家
族
形
態
が
よ
り
本
來

の
様
態
な

の
か
と

い
う

こ
と
を
確

定
す
る
よ
り
も
、
む
し

ろ
、

一
見
ば
ら
ば
ら

で
あ
る
諸
現
象

に
關
し

て
、
そ

れ
が

い
か
に
併
存
す
る

の
か
に

つ
い
て
普
遍
的
な
説
明
を
考
え

て
い
く
こ
と

に
、
中
國
杜
會
を
理
解
す
る
上

で
の
意
義
が
存
在
す
る
は
ず

で
あ
る
。
だ
が
、

そ
れ
は
非
常

に
難
し

い
の
で
あ
る
。

家
族
を
研
究
す
る
上

で
、
よ
り
堅
實
な
方
法
は
、
法
律
な
ど
に
見
え
る
家

族
關
聯

の
語
彙

の
意
味

を
考
察

し
、
國
家

の
制
度
上

で
は
家

族
を

い
か
に

扱

っ
た
か
を

検
討

す
る

こ
と

で
あ

る
。

一
九

七
五
年

に

『睡

虎
地
秦

簡
』
、

一
九
八
三
-

一
九
八
四
年
に

「張
家
山
漢
簡
』
が
出
土
す
る
と
、
そ
こ
に
記

述
さ
れ
た
裁
到
文
書
や
法
律
條
文
に
は
、
家
族
に
關
す
る
用
語
を
若
干
含
み
、

各
語
彙

の
意
味
を
確
定
す
る
た
め

の
検
討
が
盛
ん
に
お

こ
な
わ
れ
た
。
し
か

し
、
既
存

の
文
献

に
比
較
封
照

で
き
る
例

や
傍

謹
と
な
る
記
述

が
少

な
く
、

簡
憤

の
み
に
し
か
見
え
な

い
表
現
も
少
な
く
な

い
た
め
、
語
彙

の
意
味
を
特

定
す
る

こ
と
も
實
は
困
難

で
あ
り
、
新
た
な
史
料

の
増
加
は
新
た
な
謎
を
生

む
こ
と

に
な

っ
た
と
も

い
え
る
。
本
書
は
、
こ

の
よ
う
な
出
土
文
字
史
料

の

出
現

に
よ
る
検
討
材
料

の
増
加
を
ふ
ま
え
、
制
度
上

の
語
彙
を
め
ぐ
る
既
往

の
諸
成
果
を
纏
承
し

つ
つ
、
さ
ら

に
制
度
上

の
家
族
と
實
態
と
し

て
の
家
族
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と

の
問

の
橋
渡
し
を
試
み
た
貼

に
お

い
て
、
意
欲
的

・
劃
期
的
な
論
考

で
あ

ー

る
。架

橋
を

め
ざ

し
た
本
書
全

膿
を
貫
く

テ
ー

マ
は
、
「
家
族
法

の
検

討
を
通

じ

て
、
載
國
秦
か
ら
前
漢
前
期

に
か
け

て
の
法
制
上

の
家
族
形
態

(互

い
に

ど

の
よ
う
な
關
係

に
あ
る
人
が
家
族
を
構
成
し

て
い
る
か
)
と
、
そ
こ

に
反

映
さ
れ
た
家
族
観

の
展
開
を
探
る
こ
と
」

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
法
制
上

の
家

族
像
と
、
そ

の
背
景
に
存
在
す
る
家
族
や
親
族

に
つ
い
て
の
人

々
の
意
識
を

と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る

の
だ
が
、
當
時

の
家
族

に
接
近
す
る
た
め

の
具
膿
的

な
題
材

と
し

て
、
戸

口
調
査
制

度
と
牧
努
制

・
縁

坐
制
が
選
ば

れ
て

い
る
。

そ
し

て
、
本
書
に
お

い
て
中
心
的
に
述

べ
ら
れ
る

こ
と
は
、
夫
婦
と
未
成
年

子
か
ら
な
る
軍
純
家
族

の
法
制
上
に
お
け
る
重
要
性

で
あ
る
。

、
本
書
内
容
の
概
観

ま
ず
序
文

に
て
、
古
代
家
族

に
つ
い
て
の
日
本

の
研
究
史
を
、
戦
前

に
さ

か

の
ぼ
り
概
観
し
、
三
族
制
家
族
論
争
、
秦
漢
帝
國
論
な
ど
主
要
な

テ
ー

マ

に
論
及
す
る
。
次

い
で

「睡
虎
地
秦
簡
』
・
「
二
年
律
令
』
な
ど

の
簡
憤
を
用

い
た
研
究
を
紹
介
し
、
ま
た
、
直
系
家
族

の
成
立
を
重
硯
す
る
墓
湾

の
研
究
、

中
國

・
日
本

に
お
け
る
歴
史
人

口
學
な
ど
を
援
用
し
た
新
た
な
潮
流
を
紹
介

し
、
當
時

の
親
族
關
係

に
つ
い
て
具
膿
的

に
検
討
す
る

こ
と

に
今
後

の
研
究

の
活
路
を
み

い
だ
す
。

こ
の
よ
う
な
概
括

の
中

で
、
商
鞍
分
異
令

(家
族

の

分
解
を
促
進
す
る
令
)

の
結
果
軍
純
家
族
が
析
出
さ
れ
た
と

い
う
よ
う
な
固

定
観
念
が
、
秦
律
解
繹

に
悪
影
響
を
も
た
ら
し
た
と

い
う
、
重
要
な
指
摘
を

お

こ
な
う
。

一
章

で
は
、

二
〇
〇

二
年
出
土

『里
耶
秦
簡
』

に
含
ま
れ
る
戸
籍
様
簡
と
、

『睡
虎
地
秦

簡
』

を
手
が

か
り
に
、
戸
口
調
査

の
手

法
を
明

か
に
し
、
家
族

に
關
す

る
法
律
用
語

「
同
居
」
「
室
人
」

の
範
園
を

解
明
す

る
。
戸
籍
様

簡

の
各
欄

記
載
内

容
を

述

べ
、
と
り

わ
け
欄

に
よ

っ
て
大

小

(成

年
と
未

成

年
)
・
性
別

が
固
定

さ
れ

て
い
る
こ
と
、
戸

の
内
部

に
お
け
る
夫
を

中
心
と

し
た
軍
純
家

族

の
存
在
が
明
瞭

に
な

る
よ
う

に
記
載
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
、

書
式

の
特
質
と
し

て
重
祠
す
る
。
そ

の
中

で
、
奴
隷
や
妻
な
ど
他
姓
に
囑
す

る
者

の
名
前

の
前

に
日
を

つ
け
る
こ
と
、
宅
地

の
受
給
待
ち

で
あ
る
こ
と
を

母
室

(
「室

が
無

い
」
と

い
う
意

味
。
こ

の
場
合

の
室
は
、
同
籍
者

が
居
住

す

る
場
所
を
指

す
。
)
と

い
う

語

に
よ

っ
て
示
す

こ
と

な
ど

を
指
摘

す
る
。

次

い
で
、
『睡
虎

地
秦
簡
』
法
律
答
問

な
ど

の
記
述

か
ら
同
居
と
室

人

の
意

味
を
検

討
す
る
。
同
居
は

同
籍

で
あ
り
、

か

つ
妻
を
含
ま
な

い
。
さ
ら

に
、

主
に

「
法
律
答
問
」
に
見
え
る

「
室
人
と
は
、
室
を
同
じ
く
す
る
者
全

て
が
、

罪
人

に
縁
坐
す
る
こ
と
を

い
う
」
と

い
う
記
述

に
よ

っ
て
、
牧
幣

(犯
罪
者

の
妻
子
と
財
産
を
官
に
没
牧
す
る
規
定
)
が
妻
子
に
加
え
ら
れ
る
嚴
し

い
措

置

で
あ
る
か
ら
、
室

(
こ
の
場
合

の
室
は
、
某
人

の
妻
と
未
成
年
子
か
ら
な

る
軍
位
を
指
す
。
室
は
本
來
多
義
的
な
言
葉
だ
が
、
制
度
上

の
語
彙
に
複
敷

の
意
味
が
存
在
す
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
何
ら
か

の
読
明
が
必
要

で
あ
る
。
)

を
同

じ
く
す
る
者

(室
人
)
は
成
年

男
子
と
そ

の
妻

子

で
あ

る
と

述

べ
る
。

つ
ま
り
、
室
人
は
成
人
男
性

の
妻
お
よ
び
未
成
年

の
子
女
か
ら
な
る
グ

ル
ー

.フ
で
あ
り
、
室
を
同
じ
く
し
な

い
同
籍
者
は

「
同
居
」

で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
戸
籍
編
成

の
意
圖
は
治
安
維
持
と
税
負
憺
で
あ
り
、
戸
籍
様
簡

の
記

載
方
式
は
、
人
頭
税
や
兵
役

・
螢
役
負
憺
者

の
識
別

の
面
か
ら
も
有
敷

で
あ

る
と
す
る
。

;
章

で
は
、
奴
隷
が
戸
籍
記
載
を
通
じ

て
支
配
秩
序

に
組
み
込
ま
れ

て
い

た
こ
と
を
述

べ
る
。
ま
ず
、
奴
隷

の
年
齢
申
告
は
漢
初
よ
り
存
在
し
、
戸
籍

記
載

の
申

告
は
随
時
受

け
附
け
ら
れ

て

い
た
と
す

る
。
ま
た

『
二
年

律
令
』
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に
見
え

る
律

文

の
検
討
を

と
お
し

て
、
奴
隷

の
戸
籍
記
載

・
年
齢

記
載
は
、

奴
隷
も
勢
役
や
人
頭
税
を
負
憺
す
る
制
度
が
存
在
す
る
た
め

で
あ
る
こ
と
を

指
摘
す

る
。
さ
ら

に
高
祀

-
恵
帝
時
に
か
け

て
の
奴
隷
を
め
ぐ
る
状
況

の
推

移
を
概
観
、
高
租
時
は
戸

口
把
握
状
況
が
低
下
し
た
た
め

一
般

の
人

々
が
過

剰

に
奴
隷
と
し

て
園

い
込
ま
れ
た
が
、
恵
帝
時

に
は
こ

の
よ
う
な
奴
隷
た
ち

が
老
齢
化
し
過
剰
な
奴
隷

の
團

い
込
み
は
減
少
し
、
こ
れ
以
降
奴
隷

の
人
頭

税
徴
牧

や
解
放
規
定
も
現
實
的
意
味
を
帯
び

て
く

る
と
述

べ
る
。

享
章

で
は
、

一
章

で
そ

の
範
園
が
室
人

の
範
園
と
合
致
す
る
と
さ
れ
た
牧

努

に
つ
い
て
、
制
度
内
容
を
具
膿
的

に
説
明
す
る
。
さ
ら

に
牧
努

の
規
定

で

没
牧
さ
れ
る

の
が
妻
子
と
家
財
と
田
宅

で
あ
る
理
由
を
、
典
籍
に
見
え
る
幣

や
室

の
用
例
を
通
じ

て
検
討
す

る
。
そ
し

て
、
こ
れ
ら
が
没
牧
封
象
と
な

っ

た
理
由
は
、
地
位
と
同
様

に
、
男
性
が
成
人
す
る
過
程

に
お

い
て
手
に
し

て

き
た
も

の
だ
か
ら

で
あ
り
、
君
主
と
個

々
の
男
性

の
問

に
取
り
結
ば
れ
た
君

臣
關
係

の
存
在
が
、
没
牧
と

い
う
措
置
を
成
立
さ
せ
、
妻
子
と

い
う
牧
幣
封

象
を

決
め

て

い
る
と
述

べ
る
。
同
時

に
、
隷

臣
妾

・
城

旦
春
な

ど
刑

徒

の

「
家
室
」
に

つ
い
て
述

べ
た

「
二
年
律
令
』

の
規
定
を
解
繹
す

る
。

四
章

で
は
、
漢
代
に
お
け
る
牧
幣
と
縁
坐
に

つ
い
て
、
文
帝
時

に
お
け
る

撤
慶

に
至

る
ま

で
視

野
に

い
れ
て
検
討

す

る
。
ま
ず

縁
坐

の
範

園

で
あ
る

「
同
居
」
と

は
、
秦
律

と
同
様

に

「
同

一
戸
籍
内

の
成
人
男
性

同
士
、
お
よ

び
成
年

男
性
を
核
と

し
た
、
軍
純
家
族
同
士

の
關
係
を
表
す

語
」
と
す
る
。

次

い
で
、
文
帝
時

の
牧
幣

・
縁
坐

の
撤
慶

の
原
因
を
検
討
し
、
立
太
子
を
契

機
と

し
て
民

の
嗣
子

へ
の
賜
爵
が
お

こ
な

わ
れ
た
が
、

こ
の
施
策

の
結
果
、

牧
幣
封
象
と
な
ら
な

い
有
爵

(か

つ
十
歳
以
上
)
未
成
年

の

「
子
」
が
大
量

に
出
現
、
犯
罪
者

の
同
居
と
し

て
縁
坐
を
問
わ
れ

る
者
た
ち
と

の
刑
罰

の
輕

㎜

重

バ
ラ
ン
ス
が
狂
う
た
め
、
嗣
子
賜
爵
直
前
に
牧
幣

・
縁
坐
制
が
撤
慶
さ
れ

た
と
述

べ
る
。
ま
た
、

「漢
書
』
恵
帝
詔

に
見
え

る
同
居

の
語

に

つ
い
て
論

及
す
る
。

五
章

で
は
、

『二
年
律
令
』
告
律

に
見
え
る
、
子

が
父
母

の
罪
を
告

獲
し

て
も
受
理
せ
ず
、
告
襲
し
た
子
は
棄
市

(死
刑
)
と
す
る
と

い
う
規
定
を
考

察
し
、
告
律

の
禁
じ
る
子
に
よ
る
親

の
告
訴
と
は
、
雨
親
か
ら
子

へ
の
懲
罰

な
ど
を
不
服
と
し

て
そ
れ
を
訴
え
る

こ
と

で
あ
り
、
秦
簡

の
非
公
室
告
に
あ

た

る
と

す
る
。
戦
國
秦
か

ら
漢

初
に
か
け

て
は
、

(非

公
室
告

の
事

例
以
外

は
)
親

の
犯
罪
を
申
し
出
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
ず
、
犯
罪
に
牧
努
や
縁
坐
を

科
し
、
告
獲

に
よ

っ
て
そ
れ
を
免
除
す
る

こ
と
を
規
定
し

て
い
る
と
述

べ
る
。

さ
ら

に
宣
帝

の
地
節
四
年
詔
を
検
討
、
子
が
雨
親

の
犯
罪
を
告
襲
す
る
こ
と

に
封
し
、
刑
罰
を
以

て
禁
止
す
る
と

い
う
制
度
は
、
こ

の
詔
と
同
時
か
、
あ

る

い
は

こ
れ
以
降

に
制
定
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
る
。

次

い
で
補
足
と
し

て
、
本
書

一
章

で
主

に
展
開
さ
れ
た
同
居

・
室
人
定
義

に
關

し
て
、
劉
欣
寧

「
秦
漢
律

に
お
け

る
同
居

の
蓮
坐
」

(
『東
洋
史

研
究
』

七
〇
1

一

二
〇

一
一
年
)
が
論
じ
た
意
見
に
封
し
、
回
答
が
な
さ
れ

て
い

る
。
劉
読

の
最
も
重
要
な
特
長
は
、
律
に
お
け
る
各
語
彙
を
匿
分
し
規
定
す

る
基
本
的
な
論
理
か
ら
、
縁
坐

・
牧
幣

・
同
居
な
ど

の
語
彙

の
性
格

の
違

い

を
述

べ
る
と

こ
ろ

に
あ
り
、
そ
れ
は
以
下

の
二
鮎
で
あ
る
。

1
.
縁
坐
と
牧

幣
は
秦
漢
律

に
お

い
て
別

個

の
も

の
で
あ

り
、
「
室
人
と

は
、
室
を

同
じ
く

す
る
者
全

て
が
、
罪
人

に
縁
坐
す
る

こ
と
を

い
う
」
と

い
う
文

の
縁
坐
は
牧

幣

で
は
な
く
、
こ
れ
に
よ

っ
て
室
人
は
縁
坐

の
範
園
と
は

い
え

て
も
、
牧
幣

の
範
園

で
あ
る
と
す
る

こ
と
は

で
き
な

い
。
2
.
縁
坐
と
同
居

の
連
座
と

の

問

に
は
差

異
が
あ
り
、
同
居

つ
ま
り
戸
は
、
血
縁
的

團
膿
と
し

て
よ
り
も
、

む
し

ろ
伍

の
よ
う
な
地
縁
的
團
膿
と
し

て
把
握
さ
れ

て
い
た
。
さ
ら
に
、
劉

論
文

で
は
本
書
に
お
け
る
同
居

・
室
人
定
義

へ
の
疑
義
と
し

て
以
下

の
二
鮎
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を
墨
げ

る
。

3
.
律
に
お

い
て

「
同
居
」
と

「
妻
」
が
併
記
さ
れ

て
い
る
か

ら
雨
者
は
別
個
と

い
う
意
見

に
つ
い
て
、
妻
と
妻
以
外

の
同
居

の
併
記

で
あ

る
と

い
う
解
繹
も
可
能

で
あ
り
、
ま
た
誘
拐
事
件

の
際

に
同
居
が
吏
に
告
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す

る
條
文
に

て
、
告
襲
を
義
務
-、つ
け
ら
れ

て
い
る
者

と
し

て
妻

・
夫
が
見
え
な

い
の
は
同
居
に
そ
れ
ら
を
含
む
か
ら

で
あ
る
。

4
.

同

居
が
律

の
正
文

に
見
え

る

の
に
封

し
、
室

人

は

「法

律
答

問
」
・
「
封
診

式
」

に
し
か
見
え
ず
、
雨
者
を
法
制
用
語
と
し

て
同
列
祠
し

て
よ

い
の
か
は

疑
問

で
あ
る
。

本
章

で
は
、
1
、
4
説
は

認
め
、
1

に

つ
い
て
は
、
「
室
人
と

は
、
室
を

同
じ
く
す
る
者
全

て
が
、
罪
人

に
縁
坐
す
る
こ
と
を

い
う
」
と

い
う
律
説

に

よ

っ
て
、
牧
幣
と

一
室

の
範
團
が
合
致
す
る
と

い
う
説
明
を
撤
回
、
か
わ

っ

て
妻
子
が
縁
坐
範
園
と
し

て
特
定
さ
れ

て
い
る
例
を
以

て
根
豫
と
す
る
。

2

に

つ
い
て
は
、
本
書

で
は
、
劉

の
適

用
原
理

に
も
と

、、つ
く
厘
分

で
は
な
く
、

適
用
封
象

に
も
と
つ
く
匿
分
を
す
る

の
で
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
基
準
か
ら
し

て
み
れ
ば
同
居
は
縁
坐

で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
私
見

に
よ
れ
ば
、
劉
が

問
題

に
し

て
い
る

の
は
秦
律

に
お
け
る
匿
分

の
論
理

で
あ
り
、
研
究
上

の
厘

分
方
法

で
は
な

い
た
め
、
さ
ら
な
る
回
答
が
必
要
と
な
る
。

3
に

つ
い
て
は
、

治
安
維
持
責
任

の
重
さ
と

い
う
黙

で
、
妻
子
と
そ

の
他

の
家
族
は
同
列

に
な

り

に
く

い
と
す
る
。

こ
の
読
明

に
説
得
力
を
も
た
せ
る
た
め

に
は
、
妻
子

に

課
せ
ら
れ
た
治
安
維
持
責
任
が
よ
り
輕
か

っ
た

こ
と
を
裏
附
け
る
根
捺
が
必

要
と
な

る
。

一
方

、

「睡
虎
地
秦
簡
』
法

律
答
問

の
室

人
が
見
え

る
項
目

に

つ
い
て
、
從
來

の
解
繹
を
訂
正
す
る
新
し

い
解
繹
を
提
示
し

て
お
り
、
蓼
考

に
な
る
。
本
論

で
は
、
最
終
的

に
は

「
少
な

い
史
料

で
用
語

の
定
義
を
行

い
、

制
度
を
復
元
し

て
い
る
限
り
議
論
は
盤
石
と
は

い
え
な

い
」
と
述

べ
る
。

附
章

に
て
、

『里
耶
秦
簡
』

『
二
年
律
令
』
に
見
え
る
陰
官
は
、

一
代
か
ぎ

り

の
身
分

で
あ
る
が
官

の
強

い
統
制
下
に
置
か
れ
た
こ
と
を
述

べ
、
終
章
に

て
、
全
膿

の
内
容
を
総
括
し
、
商
鞍
攣
法

に
つ
い
て
再
検
討
す
る
。

以
上
、
本
書
は
、
親
族
連
座
制
と
戸

口
調
査
制
度
を

二
つ
の
軸

に
、
親
族

連
座
制
度

の
最
も
嚴
し
く
適
用
さ
れ
る
範
園

で
あ
る
夫
婦
と
未
成
年
子
と

い

う
枠
組
み
を
制
度
上

の
基
幹
的
な
軍
位
と
し
、
戸
籍
記
載
に
お

い
て
こ

の
軍

純
家
族
が
他

の
成
員
か
ら
厘
別
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
述

べ
、
さ
ら

に
軍
純
家

族
を
中
心
的
な
連
座
範
園
と
す
る

こ
と

の
制
度
上

の
意
義
や
、
そ

の
杜
會

的

な
背
景
を
考
察
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置

い
て
い
る
。
加
え

て
、
奴
隷

の
戸
籍

記
載
、
子
が
父
母
を
告
獲
す
る
規
定

の
歴
史
的
な
攣
遷
な
ど

に
つ
い
て
、
重

要
な
提
言
を
お
こ
な
う
。

一
一、

室

・
同

居

説

に

つ

い
て

本
書

の
中
心
的
な
内
容
は
、
法
律

に
お
け
る
軍
純
家
族

の
位
置
づ
け

で
あ

る
が
、

こ
れ
を
め
ぐ

っ
て
重
祠
さ
れ

て
い
る

の
は
、
律
文
お
よ
び
秦
律

の
解

説

に
見

え
る

「
同
居
」
「
室
人
」

で
あ

り
、
室
人

が
輩
純
家
族
を
指

し
、
同

居
は
輩
純
家
族
以
外

の
成
員
を
指
す
よ
う

に
、
法
制
上

で
は
語
彙
と
し

て
も

軍
純
家
族

の
匿
分
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
と
す
る
。
し
か
し
、
室
人
と
同

居

の
厘
別
を
論
じ
る
た
め
に
用
意
さ
れ
た
各
論
擦
に

つ
い
て
は
、
本
書

で
も

盤
石
と
は

い
え
な

い
と
述

べ
ら
れ

て
い
る
よ
う

に
、

こ
れ
か
ら

の
さ
ら
な
る

検
討
が
必
要
と
な
る

で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
縁
坐

に
つ
い
て
の
規
定

で
、
妻
子

に
嚴

し

い
慮

罰
が

く
だ

る
例
が
あ

り
、
こ

れ
が

「
法
律
答

問
」
に
見
え

る

=

室

が
み
な
連
座
」
す

る
範
園

と
合
致
す

る
と
述

べ
る
が
、

「法
律

答
問
」

の
文
は
室

の
成
員
が
連
座
す
る

こ
と
を
述

べ
る

の
み

で
あ
り
、
室
と
は

い
か

な
る
範
園
か
は
明
示
さ
れ

て
い
な

い
。
ま
た

「
同
居
」
も
お
な
じ
く
成
員
が

蓮
座
す
る
範
園

で
あ
る
と

い
え
、
こ
れ
と
室
と

の
問

に
ど

の
よ
う
な
差
異
が
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あ

る
の
か
も

、

(同
居
は
隷

に
連

座
と
見
え

る
が
、
室

人

に
同
様

の
規
定
が

あ

る
か
否
か
不
明
な
た
め
)
強

い
て
い
え
ば
明
か

で
な

い
。

ま
た
、
著
者
は

こ
の
説
を
と
な
え
る
主
た
る
理
由
と
し

て
、
秦
代

の
戸
籍

様
簡

で
は
夫

(父
)
を
起
鮎
と
し
た
夫
婦

・
親
子

の
關
係
が
明
確
と
な
る
よ

う
な
記
述
が
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
墨
げ
る
。

こ
の
よ
う
な
近
親
關
係
を
優

先
し

て
記
述
す
る
と

い
う
原
則
は
、
秦

の
戸
籍
様
簡

の
み
な
ら
ず
呉
簡

の
吏

民
簿
や
五
胡
十
六
國
時
代

の
戸
籍
に
も
基
本
的

に
は
ひ
き

つ
が
れ
、
長
く

一

般
的
な
記
載

の
原
則

で
あ

っ
た

の
で
あ
り
、
こ

の
指
摘
は
重
要

で
あ
る
。

し
か
し
、
軍
純
家
族

の
外
側

に
存
在
す
る
成
員

に
目
を
韓
ず
る
と
、
そ

の

績
柄
も
父
母
兄
弟
と

い
う
最
近
親
關
係
を
た
ど
る
方
式

で
記
述
さ
れ
る

こ
と

に
は
、
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し

て
、
直
接
的
な
關
係
が
記
載
さ
れ
な

い
成
員
聞

の
關
係
も
、
近
親
問

の
關
係
を
た
ど
る

こ
と

に
よ

っ
て
把
握
す
る

こ
と
が
可
能

で
あ
り
、
夫
婦
と
子
は

い
う
ま

で
も
な
く
兄
弟

・
父
母
と

い
う

も

っ
と
も
法
的
な
利
害

の
生
じ

や
す

い
關
係
を
中
心

に
、
祀
父
母
や
甥
姪
な

ど

の
や

や
遠

い
關
係

に
い
た
る
ま

で
、
戸
籍
内
各
人

の
親
族
關
係
を
す

べ
て

知
り
得

る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
軍
純
家
族
を
強
調
す
る
た
め

の

記
述
と

い
う
よ
り
も
、
近
親
關
係

の
集
積
か
ら
全
膿

の
關
係
が
把
握

で
き
る

し
く
み

で
あ
る
と
考
え
る

こ
と
も
可
能

で
あ
る
。

な
お
、
近
親
關
係
を
重
視
し
た
把
握
が
な
ぜ
必
要
な

の
か
と

い
え
ば
、
本

書

の
指
摘
す
る
ご
と
く
ま
ず
は
牧
幣

の
存
在
が
基
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
刑

罰
を
虞
断
す
る
上

で
は
、
父
母

や
舅
姑
に
封
す
る
犯
罪
は
最
も
重
罪
と
さ
れ

る
よ
う

に
、
親
族
間

の
尊
卑

に
よ

っ
て
虚
罰
に
さ
ま
ざ
ま
な
輕
重
が

つ
け
ら

れ

る
こ
と
も

そ

の
理
由

の

一
つ
で
あ

ろ
う

。
ま

た
、
爵
位

や
戸

の
相

績
は
、

親
族
關
係
に
よ

っ
て
優
先
順
位
が
決
め
ら
れ

て
い
る
。
も
と
よ
り
、
こ
れ
ら

m

は
同
じ
戸
内

で
は
な

い
者
も
含
む
が
、
近
親
關
係

の
把
握
が
法

の
執
行

の
う

え

で
重
要

で
あ
る
局
面
は
、
多
様
に
存
在
す
る
。

ゆ
え

に
、
本
書

の
所
説
に
も

っ
と
説
得
力
を
も
た
せ
る
た
め
に
は
、
戸
内

に
お
け
る
輩
純
家
族

の
分
節
と
把
握
が
、
な
ぜ
國
家
灌
力
に
と

っ
て
そ
れ
ほ

ど

の
重
大
事

で
あ

っ
た

の
か
を
、
牧
幣
以
外

の
場
面
に
お

い
て
も
説
明
す
る

こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
る
。
何
と
な
れ
ば
、
牧
幣
は
前
漢
初
期
に

て
慶

止
さ
れ
る
が
、
こ

の
よ
う
な
近
親
關
係
を
優
先
す
る
績
柄
記
述

の
特
色
は
後

代
に
縫
承
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
牧
幣
慶
止
後
も
長
く
攣
化
が
少
な

い
か
ら
で

あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
制
度
が

一
旦
固
定
さ
れ
る
と
、
状
況
が
攣
化
し
た
後
に

遺
制
と
し

て
長
く
残
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ほ
ど
長
期

に
わ
た

っ

て
維
持
さ
れ
る

の
は
、

こ
の
よ
う
な
記
載
を
成
立
せ
し
め
る
基
本
的
な
要
因

が
他
に
存
在
し
た
か
ら

で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
り
、
軍
純
家
族

の

重
祠
に

つ
い
て
は
さ
ら
な
る
説
明
を
期
待
し
た

い
。

氣
に
な
る

の
は
、
主
た
る
史
料
と
さ
れ
る
秦

の
戸
籍
様
簡

に
見
え
る
戸
は
、

ほ
ぼ
す

べ
て
戸
内

に
夫
婦
と
子

の
組
み
合
わ
せ
を
軍
数
な

い
し
複
敷
き
れ

い

に
所
持
し

て
お
り
、
さ
ら
に
父
母

の
い
な

い
甥
や
姪
な
ど

の
比
較
的
遠

い
親

族
は
見
え
な

い
こ
と

で
あ
る
。
時
代
が
く
だ
る
が
、
町
田
隆
吉

「
長
沙
呉
簡

よ
り

み
た

「戸
」

に

つ
い
て

1

三
國

呉

の
家
族
構
成

に
關

す
る
初
歩
的

考
察

1

」

(
『長

沙
呉
簡

研
究
報

告
』
第

三
集
、
二
〇

〇
七
年
)

の
戸

の

復
元

に
よ

っ
て
、
呉
簡
吏
民
簿

に
見
え
る
戸

の
家
族
構
成

の

一
端
を
う
か
が

う
こ
と
が

で
き
る
が
、
そ
こ

に
見
え
る
家
族
が

バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
む

の
と
は

封
象
的

で
あ
る
。
敷
が
少
な

い
と

い
う
問
題
も
あ
る
が
、
あ
る

い
は
戸
籍
様

簡

の
表
題
な
ど
、
直
接
的
に
簿

の
性
格
を
か
た
る
史
料
が
出
土
し

て
い
な

い

た
め
、
何
に

つ
い
て
の
簿

で
あ
る

の
か
不
明
な
鮎
が
あ
や
ぶ
ま
れ
る

の
で
あ

り
、

こ
れ
は
あ
る
特
定

の
性
格

の
戸
を
記
載
封
象
と
し
た
簿

で
あ
る
可
能
性

も
あ
る
。
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そ
し

て
、
戸

の
基
暦
軍
位
と
し

て
の
夫
婦
に

つ
い
て
考
察
す
る
上

で
、
戸

籍
編
成

の
意
圖
は
何
か
と

い
う

こ
と
を
念
頭
に
置
く

こ
と
が
必
要
と
な

っ
て

く

る
。
第

一
章

に
て

「
戸
籍
編
成

の
意
圖

で
あ
る
治
安
維
持
と
税
負
憺

の
問

題
」
と
述

べ
る
よ
う
に
、
本
書

で
は
刑
罰
と
國
家
負
憺

の
雨
側
面
を
戸
籍
編

成

の
意
圖
と
す
る
。
さ
ら

に
、
本
書
第

二
章

で
、
戸
籍
様
簡

で
は
第

一
欄

に

記
入
先
が
移
動
す
る
こ
と

で
、
父

の
室
人
か
ら
同
居

へ
と
戸
内

の
位
置
づ
け

が
か
わ

る
こ
と
が
明
か

に
な
る
と
し
、
第

一
欄

に
は
人
頭
税
や
兵
役

・
勢
役

の
負
澹
者
た
り
え
る
成
人
男
性
を
記
載
す
る
こ
と
を
指
摘
、
戸
籍
様
簡

の
記

述

に
て
室
人

・
同
居
匠
別
が
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
と
負
推
封
象
者

の
確
定
と

の
聞

に
關
聯
を
見

い
だ
す

(し
か
し
、
本
書

の
説

に
よ
れ
ば
、
第

一
欄

の
記

述
封
象

と

な
る
年
齢

に
達

し
な
く

て
も
、
結
婚
す

れ
ば

父
に
と

っ
て

「
同

居
」
と
な
る

の
で
あ
り
、
大
小
厘
別
と
同
居
不
同
居
範
園
と

の
聞

に
は
、
齪

酷
が
存
在
す
る
。
)

し
か
し
、
人

々
に
負
澹
を
強
制
す
る
手
段
と
し

て
、
刑
罰
と
車

の
雨
輪
を

な
す
賞

の
側
面

に
つ
い
て
は
、
考
察

の
必
要
は
無

い
の
だ

ろ
う
か
。
賞
た

る

爵
位

の
も

っ
と
も
可
祠
的
な
利
盆
は
田
宅

で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
は
基
本
的

に

戸

に
附
随
す
る

の
で
あ
る
。
賞
罰

の
雨
者
が
あ

い
ま

っ
て
、
利
盆
と
虞
罰

の

雨
者
を
人

々
に
示
す

こ
と

に
よ
り
、
兵

へ
の
徴
獲
な
ど

の
忌
避
す

べ
き
任
務

へ
の
動
員
が
可
能
と
な

っ
た

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
戸
と

い
う
枠
組
み
を
設

置
し
た
國
家

の
意
圖
を
総
合
的

に
把
握
す
る
う
え

で
、
利
盆

の
う
け
ざ
ら
と

し

て
の
戸

に
つ
い
て
思

い
を
致
す
こ
と
が
必
要
と
な
る

の
で
は
な

い
か
。

す
る
と
、

や
は
り
戸
と

い
う
範
園
と
は
何
か

に
つ
い
て
の
考
察
も
、
重
要

な
は
ず

で
あ
る
。
本
書
第

一
章

で
は

「
家
族
と

い

っ
た
場
合

に
は
、
居
住

や

生
活
を

と
も

に
す

る
血
縁

・
婚

姻

の
範
園
」
「
嚴
密

な
定
義

に
基
、、つ
く
表
現

で
は
な

い
」
と
し
、
世
帯
概
念

に
立
脚
し

つ
つ
も
戸

の
範
園

に
つ
い
て
の
言

及
は
避

け
る
。
本
書

で
は

な

い
が
劉
論
文

に
お

い
て
も

、
「同

居
」

は
地
縁

的
軍
位

で
あ
り

「
家
」
と

の
同
定
は
危
険
と
す
る
。
し
か
し
、
地
縁
的
軍
位

で
あ
る
と
こ

ろ
の
戸
が
、
親
族
關
係
を
土
壼
と
し

て
形
成
さ
れ

て
い
る
こ
と

は
論
を
ま
た
な

い
。
そ
し

て
、
「
家
」
「
室
」
な
ど
は
多
様
な
範
疇
を
指
す
と

し

て
も
、
そ
れ
が

一
定
分
節
さ
れ
た
範
園

に
お

い
て
、
親
族
關
係

に
よ

っ
て

人

々
が
日
常
生
活
を

い
と
な
む
現
實
が
存
在
し
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
國
家

も
親
族
關
係

に
基
づ
く
集
團
に
戸
と

い
う

一
定

の
枠
を
は
め
た
上

で
、
そ
れ

に
介
入
し
た

の
で
あ
り
、
そ

の
厘
分

の
仕
方
に
は
國
家

の
意
圖
が
存
在
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
法
律
上

の
語
彙
匿
分
と
し

て
は
親
族
軍
位
で
は
な

く
と
も
、
親
族
關

係

の
上

に
立

つ
集
團

で
あ

る
こ
と
を

ふ
ま
え

た
う

え

で
、

戸
と

い
う
範

疇
を
匿
分
す

る
國

家

の
論
理

に

つ
い
て
考
察
す

る
こ
と
に
は
、

意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

総
じ

て
、
室
と
は
同
居
と
は
何
か
と

い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
、

こ
れ
か
ら

の
検
討
課
題

で
は
あ
る
が
、
本
書
が
夫
婦

の
制
度
上

に
お
け
る
重
要
性
を
指

摘
し
た

こ
と

に
つ
い
て
は
、
大
き
な
意
義
を
有
す
る
。
從
來

の
古
代
家
族
研

究

の
多
く
は
、
本
書

で
序
文
に

て
と
り
あ
げ
る
少
敷

の
研
究
以
外
、
父
子
關

係
な
ど

の
尊
卑

の
關
係

に
も
と
、、つ
く
家
父
長
制

に
重
心
を
置
く
も

の
で
あ

っ

た
こ
と
は
否
定

で
き
な

い
。
本
書
は

こ
の
よ
う
な
状
況

に
封
し
、
法
制
上

の

軍
純
家
族
と
杜
會
的
な
そ
れ
と

の
關
聯
ま

で
視
野
に

い
れ

て
考
察
し

て
い
る

の
で
あ
り
、

こ
の
鮎
に

つ
い
て
評
慣
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。

確
か

に
、
孝
が
至
上

の
倫
理

で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
父
母
と
子

の
關
係
は

重
要

で
あ
る
。
だ
が
同
時
に
、
家
族

に
關
す
る
古
代

の
記
述

で
は
、
夫
婦
關

係

の
成
立
を
家
族

の
起
鮎
と
し
、
こ
れ
が
す

べ
て
の
杜
會
關
係

の
基
礎

で
あ

る
こ
と
を
強
調
し

て
い
る

の
で
あ
る
。

一
般
的

に
、
親
子
關
係
と
夫
婦
關
係

の
ど
ち
ら
を
優
先
さ
せ
る
か

に
つ
い
て
は
文
化
的
な
偏
差
が
存
在
す
る
と
考
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え
ら
れ
、
日
本

の
直
系
家
族
は
親
子
關
係
優
先

に
も
と
、、つ
く
家
族
制
度

の
最

た

る
も

の
と
さ
れ
る
。
前
近
代

に
お
け
る
中
國

の
家
族
は
、
親
子
關
係
を
優

先
し

つ
つ
も
、
夫
婦
と

い
う
軍
位
を
非
常

に
重
祠
し
、
ま
た
兄
弟

の
結
束
を

親
族
結
集

の
軸
に
据
え
る
鮎

で
、
日
本
と
は
異
な

る
。

こ
の
相
違

の
読
明

こ

そ
が
、
中
國
家
族

の
特
質
を
理
解
す
る
上

で
必
要

に
な
る
は
ず

で
あ
る
。
本

書

に
て
、
等
閑
視
さ
れ
る
傾
向

に
あ

っ
た
國
家
と
夫
婦
と

い
う
問
題
を
議
論

の
中
心

に
す
え
、
績
柄
記
述

に
お
け
る
夫
婦
關
係
最
優
先

の
規
則
を
明
か

に

し
た

こ
と

に
は
、
大
き
な
意
義
が
あ
る
。

そ
し

て
、

こ
の
よ
う

に
夫
婦
と
制
度

の
問
題
を
中
心

に
据
え
る
祠
角

に
即

し

て
、
も
う
ひ
と

つ
期
待
し
た

い
こ
と
は
、
こ

の
問
題

に
關
す
る
從
來

の
所

説

の
整
理
を
す
る

べ
き

で
は
な

い
か
、
と

い
う
こ
と

で
あ
る
。
戸
籍

の
中

の

夫
婦

の
み
な
ら
ず
、
國
家
と
夫
婦
と

い
う
廣

い
視
鮎
か
ら
見
る
こ
と
に
よ

っ

て
、
本
論

の
今
後

の
展
開
を
豊
か
に
す
る

こ
と
が

で
き
る

の
で
は
な

い
か
と

考
え
る
。

三
、
そ
の
他
の
問
題

本
書

に
述

べ
ら
れ

て
い
る
中
心
的
な
問
題

で
は
な
く
、
さ
ら
に
本
書

の
み

な
ら
ず
出
土
文
字
史
料
を
用

い
る
研
究
全
膿

の
課
題

で
は
あ
る
が
、
少

々
氣

に
な

っ
た

こ
と
は
、

『睡
虎
地
秦
簡
』

『
二
年
律
令
』
な
ど
、
や
や
時
代
が
異

な

る
律
文

・
律
説
を
相
互

に
根
捺
と
す
る
用

い
方

に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
書

第

一
章

五
六
頁

で

『
二
年
律

令
』

の
原
則
を
前

提
と
し

て

「睡
虎

地
秦
簡
』

の
條
文
を
検
討
し

て
い
る
が
、
雨
者
は
果
た
し

て
ど

こ
ま

で
同

一
と
し
得
る

の
だ

ろ
う

か
。
「
補
足
」
章

で
も
、
劉

説

の
秦
律
と
漢

律

の
問

に
攣

化
を
想

定
す
る
見
解

に
つ
い
て

=

八
〇
度
と
も

い
え
る
韓
換
が
あ

っ
た
か
」
と
疑

圏

問
視
し

て
い
る
が
、
無
か

っ
た
と

い
え
る

の
だ

ろ
う
か
。
漢
律
が
秦
律
を
纏

承
し

て
お
り
、
類
似

・
共
通

の
條

文
が
存
在
す

る
こ
と
も
事
實

だ
が
、

『睡

虎
地
秦
簡
』

は
基
本
的

に
戦
國

時
代
、

『
二
年
律
令
』

は
漢
初

の
も

の
で
あ

り
、
こ

の
二
者

の
あ

い
だ

に
は
中
國

の
統

一
と

分
裂

-

再
統

一
と

い
う

激

動

の
時
代
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
、
本
書

に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
律
を
論

振
と
し

て
用

い
る
上

で
の
素
僕
な
疑
問

で
あ
る
が
、
敢
え

て
言
及
し
た
。

ま
た
、
第
四
章

で
牧
幣

・
縁
坐

の
撤
慶

に
つ
い
て
、
立
太
子
に
さ
き
だ
ち
、

そ
れ

へ
の
支
持
を
期
待
し

て
民

の
跡
纏
ぎ

に
賜
爵
し
た

こ
と
を
直
接
的
な
契

機
と
す
る
鮎

に
つ
い
て
は
、
も
う
す

こ
し
掘
り
下
げ

て
考
察
す
る

こ
と
を
望

み
た

い
。
牧
努
撤
慶
に

つ
い
て
は

『漢
書
』
刑
法
志

に
見
え
る
よ
う
に
、
か

な
り

の
反
論
も
存
在
し
た

の
で
あ
り
、
文
帝

の
即
位
間
も
な
く
、
ま
だ
高
祀

時

の
重
臣
も
存
在
し

て
い
て
政
権
基
盤

の
弱
か

っ
た
時
期
に
決
行
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
條
件
や
背
景
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
、
室
人
が
罪
を
犯
し

て
も
嗣
子
は
牧
幣
さ
れ
ず
、
さ
ら

に
同
居
で
も
な

い
か
ら

一
切
連
座
封
象
と
な
ら
な
け
れ
ば
、
同
居
が
連
座
す
る

の
に
く
ら

べ

て
バ

ラ
ン
ス
を
失
う
と

い
う
こ
と
だ
が
、
牧
努
を
撤
慶
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ

に
よ

っ
て
嗣
子

へ
の
賜
爵
に
よ

っ
て
與
え
ら
れ
る
特
権

の
利
盆
が
さ
ら
に
際

だ

つ
の
で
あ
り
、
敷
果
倍
増
と

い
う
見
方
も
可
能
で
あ
る
。
や
は
り
、
牧
幣

撤
慶
と
嗣
子
賜
爵
と
を
説
得
的

に
關
聯
づ
け
る
史
料

の
提
示
が
必
要
で
あ
り
、

政
治

・
杜
會

の
総
合
的
な
攣
化

の
中
か
ら
、
あ
る

い
は
刑
罰
制
度

の
攣
化

の

流
れ

の
中

で
、
こ

の
事
件
に

つ
い
て
再
度
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

次
に
、
各
論

の
論
謹
過
程

で
氣
に
な

っ
た
鮎
を
附
記
す
る
。
本
書
で
は
戸

の
纏
承

に
關
す
る

「二
年
律
令
』
の
條
文

で
、
a
「
同
産

の
子
が
戸
を
纏
ぐ
場

合
は
、
必
ず

居
住

と
名
数
を

同
じ
く
す

る
も

の
に
限

る
」
お
よ
び

b

「
同

産

(兄
弟
)
が
と
も
に
纏
承
者

に
該
當
す
る
場
合
、
同
居
を
優
先
し
、
同
居

が

い
な

け
れ
ば
同
居

で
な

い
者
を
當

て
、

い
ず

れ
も

年
長
者
を
優
先

す
る
。
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母

の
異
な
る
者
が

い
る
場
合
は
、
年
長

で
あ

っ
て
も
母
を
同
じ
く
す
る
者
を

優
先
せ
よ
」

の
二
つ
の
條
文
を
併
記
、

a
の

「
居
住
と
名
数
を
同
じ
く
す

る

者
」
と
は
同
籍

の
意
味

で
あ
る
か
ら
、

b
の
同
居
も
同
籍

に
か
か
わ
る
文
言

と
す
る
。
し
か
し
條
文

に
よ
れ
ば
、

a
は
同
産

の
子

の
纏
承

に
つ
い
て
述

べ
、

b
は
某
人
が
そ

の
兄
弟

の
後
と
な
る

(爵
位
を
纏
承
す
る
)

こ
と

に
つ
い
て

述

べ
て
い
る

(律
文

の
後
牛

に
、
母

の
異
な
る
兄
弟
が

い
れ
ば
、
同
母
を
優

先
す
る
と
見
え
る
。
兄
弟
問

の
縫
承

で
な
け
れ
ば

こ
の
よ
う
な
文
言
は
成
立

し
な

い
)
。
ま

た
、

a
は
同
居
敷

に
限
る
と

し
、

b
は
同
居
優
先
だ

が
同
居

で
な
く

て
も
纏
承
可
能
と
す
る

の
で
あ
り
、
雨
者
は
封
象
も
基
準
も
ま

っ
た

く
相
違
す
る
纏
承

に
つ
い
て
の
記
述

で
あ
る
ゆ
え

に
、

こ
れ
を
以

て

「
同
居

敷
」
と

「
同
居
」
が

一
致
す
る
と
解
繹
す
る

の
は
難
し

い
。

ま
た
秦

の

「
同
居
」

の
範
團

に
つ
い
て
、
第

二
章

で
は
、
立
戸

に
と
も
な

い
室

を
與
え

ら
れ

る
こ
と

に
よ
り

同
籍

は
同
室

で
あ

り
、
同
室
者

は

「
同

居
」

で
あ

る
た
め
、
「
同
居
」
は

同
籍

と
さ

れ

て
い
る
。

し
か
し
、
「
同
居
」

が
同
室

に
住
ま
う
者
を
指
す
と

い
う

こ
と
は
、
自
明
な

の
だ

ろ
う
か
。
同
居

が
同
居
す
る
者

で
あ
る
か
否
か
、
そ

の
同
居
す
る
者

の
範
園
は
ど

こ
ま

で
か
、

そ
れ
が
室

(居
住
)
と
合
致
す

る
か

に
つ
い
て
は
、
本
書

で
は
根
擦
が
基
げ

ら
れ

て
い
な

い
。
同
居
が
と
も

に
住
む
者
を
指
す
か
な
ど
に
關
し

て
、
從
來

疑
問
祠
さ
れ

て
き
た
経
緯
も
あ

る
の
で
、
同
居
と
同
室

の
つ
な
が
り
に

つ
い

て
は
説
明
す

る
必
要
が
あ

る
。

同
居
同
籍
と
は
別

の
問
題
だ
が
、
第

;
章

の
奴
隷

に
封
し
課
せ
ら
れ
る
負

憺
を
検

討
す

る
箇

所

で
、

『
二
年
律

令
』
に
見
え

る

「算
事

」
の

「事

」
を
解

繹
す

る
際

に
、
楊
振
紅

「從

出
土

"
算
"
"
事
"
簡
看
雨
漢

三
國
呉
時

期
的

賦
役
結
構

1

"
算
賦
"
非
軍

一
税
目
辮
」

(
『中
華
文
史
論
叢
』

二
〇

=

1

一
)

の
読
を
援
用
す
る
が
、

こ
の
説
に

つ
い
て
は
検
討
を
要
す
る
。
楊
振

紅
は
、
事
と
は
勢
役

・
人
頭
税
負
澹
者
と
し

て
服
す
る

こ
と

で
あ
る
と
す
る
。

こ
れ
は
、

一
縣

の
各
郷

に

お
け

る

「
事
算

」
口
敷

お
よ
び

縣
全
膿

の

「
事

算
」
「
復
等
」

口
数
を
記
載
し
た

「
算
簿
」

(天
長
市
文
物
管
理
所

・
天
長
市

博
物
館

「安

徽
天
長

西
漢

墓
獲
掘

簡
報
」

「文
物
』

二
〇
〇
六
-

一

一
)
に

基
づ
く
解
繹

で
あ
る
。

こ
の
簿
は
、
負
憺

の
義
務
を
有
す
る
者

の
総
藪
か
ら

復
算

(負
推
を
免
除
さ
れ
る
者

の
人
敷
)
を
差
し
引
き
、
事
算

(實
際
に
負

憺
義
務
を
澹
う
者

の
人
敷
)
を
算
定
し

て
い
る
。
も
し
事
が
揺
役

・
人
頭
税

二
つ
の
負
憺
を
指
す
と
す
れ
ば
、

二
者
を
負
憺
す
る
者
は
全
く
同

一
で
あ
る

と

い
う

こ
と
が
前
提
と
し

て
必
要

で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば

「
事
等
」
人

敷
に
ど
ち
ら
か

の
み
を
負
憺
す
る
者

(樒
役
に
は
服
す
る
が
人
頭
税
は
負
憺

し
な

い
人
な
ど
)
が
集
計
さ
れ

て
し
ま
う
こ
と

に
な
り
、
こ
れ
に
よ

っ
て

一

縣
に
お
け
る
負
推
者

の
人
藪
を
把
握
す
る
と

い
う
、
こ

の
簿

の
有
す
る
作
成

目
的
が
達
成
さ
れ
な
く
な
る
。

一
方
、
揺
役
と
算
賦

の
負
憺
封
象
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な

っ
て
い
る
可
能
性

が
強

い
。
例
え
ば
、
等
軍
位

の
賦
を
負
憺
す
る
者

の
年
齢

に
つ
い
て
う
か
が

い
得
る
資
料
は
實
質
的

に

一
例

の
み

で
あ

る
が
、
そ

こ
に
は
十
五

-
五
十
六

歳
ま

で
を

封
象
と
す

る
と

見
え
る

(
『漢
書
』
高
帝
紀

上
顔
注
如
淳

日
引
く

『漢
儀
注
』
)
。
し
か
し
、
樒
役
が
免
除
さ
れ
る
年
齢

(冤
老
に
達
す
る
年
齢
)

は
、

『
二
年
律
令
』

で
は
爵
位

に
よ

っ
て
異

な
る

(傅
律

三
五
六
)
。
ま
た
、

『盤
鐵
論
』
未
通

篇
に
見
え

る
記

述
に
よ
れ
ば
六
十

に
至
る
ま

で
樒
役

に
就

く
と
見
え
、

こ
れ
は
昭
帝
時

の
制
度
を
反
映
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
賦
を

負
憺
す
る
者

の
範
園
と
は
合
致
し
な

い
。
楊
振
紅

の
論
考

で
は
、
免
老
に
至

る
と
負
憺
が
免
除
さ
れ
る
と
す
る
が
、
算
軍
位

の
賦
が
免
除
さ
れ
る
年
齢
は

冤
老
年
齢
と

一
致
し
な

い
の
で
あ
る
。

さ
ら

に
、

こ
の
説
が
有
敷
と
な
る
た
め

の
も
う

一
つ
の
前
提
と
し

て
、
雨
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者
を
復

(免

除
)

さ
れ
る
者

が
常

に

一
致
し

て

い
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
が
、

賦
と
倍
役

の
免
除
封
象

が
個
別

に
設
定

さ
れ
る
事
例
が
見
え

(
「復
租

賦
三

歳
」

『漢
書
』

高
帝

紀

下
、
「
勿
牧

租

・
賦

、
復

更

・
算

三
年
」

『後

漢

書
』

桓
帝
紀
)
、
爾
者
は
必
ず
し
も

一
致
し
な

い
。
「
事
」

に
、
樒
役

の
み
な
ら
ず

賦

の
意
味
が
あ
る
と

い
う
意
見
は
肯
定

で
き
る
が
、
天
長
出
土

の
簿
に
見
え

る

「
事
」
は
樒
役
か
賦
か
ど
ち
ら
か
を
指
し
、
復
は
そ

の
軍
猫

の
負
憺

に
封

す

る
冤
除

で
あ
る
と
考
え

る
べ
き

で
は
な

い
か
。
と
す
れ
ば
、
律

に
お
け
る

「
事
」
も
、
樒
役
と
賦

の
雨
者
を
兼
ね

る
と
は
解
し

に
く

い
。

ま
た
、
同

じ
く
第

二
・章

に
て
、
「事

」
の
検
討

の
た

め
に
女
性

の
樒

役
状

況

に

つ
い
て
と
り
あ
げ
、

「女
性

に
通
常

の
勢
役

が
課
さ
れ
な

い
の
で
あ
れ

ば
、
戸

に
た

い
す
る
事

の
復
除
は
女
性
に
恩
恵
が
お
よ
ば
な
く
な
る
」
と
す

る
が
、
女
性

に
通
常

の
勢
役
が
課
さ
れ
な

い
と

い
う
こ
と
は
な
ぜ

い
え
る

の

か
。
女
性
が
定
期
的
倍
役

(更
卒
か
)
に
就
か
な

い
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

論
考

で
論
じ
ら
れ

て
い
る

こ
と
だ
が
、
定
期
的
樒
役

11
通
常

の
勢
役

で
あ

る

と
は
必
ず
し
も

い
え
な

い
の
で
は
な

い
か
。
た
と
え
更
卒
と
な
ら
な
く
と
も
、

女
性
が
樒
役

に
從
事
し

て
い
た
可
能
性
は
存
在
す
る
。

以
上

の

「
事
」

に
關
す
る

二
鮎
は
、
前
者
は
楊
振
紅
読

へ
の
疑
問

で
あ
り
、

後
者
は
通
読

へ
の
疑
問

で
あ
る
が
、
本
書

に
お

い
て
奴
碑
に
も
人
頭
税
と
樒

役
と
が
課
せ
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
を
讃
明
す
る
た
め

の
重
要
な
論
振
と
さ
れ

て
い
る
事
な

の
で
、
あ
え

て
言
及
し
た
。

以
上
、
些
末
な
疑
問
を
述

べ
た
が
、
本
書
に
は
出
土
文
字
史
料
や
典
籍
に

見
え
る
記
述

に
關
し

て
、
從
來

の
解
繹
を
見
直
す
見
解
も
多

い
。
紙
幅

の
都

合
も
あ
り
こ

こ
で
は
紹
介

で
き
な

い
が
、
本
書

に
燭
れ

て
そ
れ
ら
を
参
照
し

て
い
た
だ
く

こ
と
を
希
望
す
る
。

二
〇

一
二
年

一
二
月

東
京

刀
水
書
房

A
五
版

=

+
二
四
四
頁

五
八
〇
〇
圓
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