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輪

講

鎌
禽
時
代
の
家
族
滑
脱
(三
)

鎌

倉

時

代

の
家

族

制

度

ノ

粥
十
巻
.
〔第
四
號

二
六
)

四
八
○

(三

)

三

浦

周

行

西

武
臼
後
の
家
族
制
度
,

貞
永
式
目
の
制
定
後
幕
府
は
展
追
加
注
を
剃
遣
し
て
其
不
備
を
補

ふ
ε
こ
ろ
あ
b
し
が
、
時
勢
の
愛
邉
は
武
家

む

　

の
家
族
制
度

に
取

り
て
も
多
少

の
憂

調

を
呈

せ
し
む

る

に
至
り
し
を
見

る
な

b
、
先

づ

一
族

に

つ
き

て
は
丈

、元
老

へ

も

ヨ

や

年
五
月
九
日
の
追
加
(三
四

一
〇
新
編
追
加
階
撮
る
、
下

こ
れ
に
倣

へ
)
に
見

え
子
孫
に
も
あ
ら
す
他
人
に
も
あ
ら

ぎ
る
も
の
を

い
へ
り
。

さ
れ
ば
前
章

に
誘
き
し
狭
義

の
も
の
ε
異
り
寧

ろ
廣
義
に
用
ゐ
ら
れ
た
り
ざ
解
す

べ
し
⑩

吾
誕
鏡
嘉
顧
二
年
七
月
二
十
四
,同
僚
に

む

む

む

　

南
都
騒
動
之
問
、
在
京
人
#
近
国
之
輩
催
二
具

[
族

一可
レ
抽
二
警
衛
患
一之
旨
被
二
仰
下
網先
詫
、
一
類
不
二
相
從

凹

む

む

之
宙
返
臥
自
二
諸
家

一依
=
其

訴
出
来

門
向

後
大
番

以
下
如

レ此

彼
早
可
レ
相
二
從

一
門
家
督

一
之
旨

、

今
日
重
敲

レ
定

レ之
、

　

む
　

む

む

、
ピ
あ
b
、
こ
れ

を
観

れ
ば
。

一
類

の
語
は
亦

一
族

ε
同

意

義

に
用

ゐ
ら
、れ
た

る
を
知

る
べ
し
。

而

し
て

一
族

を
牽

む

む

も

セ

も

あ

し

エ

み
て
警
備
蕊

寒

き
命
令
を
受
け
た
る
も
の
は
、

一
族
の
犠

印
象

督
な
る
ぺ
け
れ
ば
、
要

三

禦

督

　

む

む

む

`
あ

る

一
門
も
亦
こ
.・
に
て
皇

族

-苫

ふ
`
殆
で
探
書

こ
ろ
な
く
、
.第
二
芒

説
き
し
が
如
き
廣
狭

の
異
蔀



ム

冒

を
認
む

べ
か
ら
ざ
る
に
似
だ
り
。

こ
れ
ご
略

工
同

一
の
場
合
は
同
書
建
長
二
年
十
月
七
日
條
に
見
ゆ
。

カ

ヤ

京
都
大
番
聞
事
、
有
二
其
沙
汰
↓
諸
御
家
入
寺
或
編
二惚
領
一或
背
コ
守
護
人
一之
間
厨
一一其
方

一可
レ
令
二勤
仕

一之

む

む

　

も

由
近
年
願
望
申
、
綿
己
濫
吹
之
基
色
、
於
=向
後

一音
、
若
謄
二守
護
之
催

輔
若
旙
一二

門
止
着

物可
レ
勤
レ
之
、

任
ご
雅
意
一事
不
レ可
レ有
一菟

許

一之
由
云
々
、

こ
れ
御
家
人
は
惚
領
若
し
く
は
守
護
に
麗

し
て
京
都
大
番
の
兵
役

に
服
す

べ
き

を

示
せ
を
も
の
に
し
て
、

所
謂

む

ひ

む

　

　

コ

む

　

む

　

一
門
の
上
首
は
即
ち

一
族

の
惚
領
な

る
ぺ
け
れ
ば
、
此
場
合
に
も

一
門
は

一
族

ε
同
意
義
を
有
す
ε
解
せ
ざ
.る
べ

　

　

ぬ

も

む

　

か
ら
か
。
而
し
て

一
蕪
な
る
語
も
(例
ば
吾
妻
鏡
寛

元
五
年
四
月
十

一
日
條
に
三
浦

一
窯

ご
見
え
だ
る
が
如
き
)亦

　

　
一
族

ε

い

ふ

に

異

な

ら

ざ

り

し

な

り

o

、
.

、

、別
に
落

寮

の
選

り
f

永
+
一
年
六
月
一
日
の
追
加
三

四
〇
ぽ

兄
弟
経

書

響

い
ひ
ど

れ
に

む

む

む

　

ヘ

ヤ

劃
し
て
遠
類
の
語
を
用

み
た
ザ
。
而

し
て
前
引
文
永
七
年

の
追
加
に
於
て
は
、一
族
#
傍
輩
子
息
ε
い
ひ
、
地
温
加

も

カ

　

　

へ

も

ハ

ぬ

に
傍
官
井
遠
類
之
子
息

ご
い
へ
り
。
傍
輩
は
式
目
四
十
四
條
に
、
儒
官
は
同
三
十
四
條
に
見
ゆ
る
ざ
こ
ろ
に
し
て

む

　

む

　

#
に
同
義
ご
す
。
從

っ
て
前
者
の

一
族
は
亦
後
者

の
遽
類

ε
同
義
な
る
に
似
た
な
も
、
こ
は
必
ネ
し
も
然
ら
す
。

ヨ
　

む

む

む

む

　

　

兄
弟
叔
姪
も
亦

一
族
中

に
あ

る
こ
ピ
あ
れ
ば
、
輩

に
一
族
ご
稽
す
る
は
近
類

蓬
遠
類
ε
の
す

べ
て
を
包
含
す
乃
も

む

　

　

む

の

に
し
て

、
こ
れ
を
匠

刑
す
れ
ば
親
疎

に
依

り
て
近
類

ε
遠
類

ざ
の
二

ε
な
す
を
得

ざ
解

す

る
を
愛
當
な

り

ε
せ

.

ん
。
.
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論

説

餓
官
時
代
の
家
族
制
度
(三
)
.

第
†
巻

(第
四
號

二
八
)

四
八
二

　

む

コ

ゴ

式
目

に
於
て
家
長
の
意
味

に
於
て
の
惚
領

の
稠
見
え
ざ
り
し
も
の
、
追
加

に
は
屡
量
見
す

る
に
至
れ
り
。
前
引

む

む

あ

も

害

妻
饒
建
長
二
年
十
月
七
日
條

に
見
ゆ
る
惚
領
は

一
族
を
牽
み
て
京
都
大
番

の
義
務
に
服
せ
し
む
る
も

の
な
り
。

其
他
年
月
日
を
峡
く
も
、
法
文
の
示
す
ピ
こ
ろ
に
依
り
て
、
永
仁
元
年
五
月
二
十
五
日
以
後
の
も
の
ε
知
ら

る
、

も

へ

あ

も

む

む

む

　

　

　

追
加
(三

一
八
)
に
は
戸
主
ε
家
族
ε
に
相
當
す
る
ε
こ
ろ
に
惚
領
ε
庶
子
ε
の
語
を
用
み
た
る
が
、
文
中
惚
領
を

む

む

む

む

　

む

む

惚
領
主
ε
も
書
け

る
も

の
あ
る
は
注
意
す

べ
し
。
弘
安
七
年
十
月
二
十
二
日

の
追
加
に
は
惚
領
に
饗
し
て
寄
子
の

む

む

む

む

語
を
用
み
た
b
。
而
し
て
寄
子

の
庶
子
を
意
味
す

る
は
此
追
加
の
後
を
承
け
た
り
℃
思
ぼ
る
、
他

の
追
加

(三
二

　

ロ

一
)
が
庶
子

の
文
字
を
用
ゐ
究
る
に
て
知
ら
る

べ
し
。

既
に
前
章
に
も
説
き
し
が
如
く
、
家
長
は
多
く

の
場
合
重
も
な
る
家
族
の
観
た
り
し
が
故
に
法
制
上
亦
お
の
つ

か
ら
親
子
關
係
に
つ
き
て
の
規
定
に
富
む
も
、
兄
弟
の
家
族
等
に
及

べ
る
も

の
割
合
に
少
し
。
式
目
の
遺
産
相
続

O

O

o

・O

,

O

O

Q

o

に
閲
す
る
諸
規
定
の
如
き
亦
皆
無
ら

ざ
る
は
な
し
。
傑
る
に
追
加
の
惚
領
ご
庶
子
ζ
は

一
般

に
戸
主

ε
家
族
蓬
の

關
係
を
規
定
せ
る
も
の
な
る
を
獄
て
、
二
者

の
關
係
は
必
か
し
も
親
子

に
限
ら
す
、
兄
弟
其
他

に
て
も
こ
れ
を
含

む

む

む

　

め
る
こ
ε
勿
論
な
り
。
庶
子
に
劃
し
て
寄
子
な
る
名
稠
の
用

ゐ
ら
れ
し
を
見

る
も
、
真
贋
義

に
使
用
せ
ら
れ
し
を

思
は
し
む
(
後
世

の
寄
子
は
他
人
の
礎
盤
關
係
に
あ
る
も
の
を
指
す
こ
ご

、、
な
れ
り
)

御
家
人
の
年
老

い
、
若
し
く
は
疾
病
に
依
b
て
公
務

に
堪

へ
ざ
る
も

の
は
其
所
領
所
職
を
子
孫
に
譲
興
し
、
致

仕
し
て
退
隠
す
る
を
例
ε
せ
り
。
こ
れ
を
戸
主

の
場
合
に

つ
き
て
い
.は
ん
に
、
戸
主

の
地
位
を
去

り
て
家
族

ε
な

△



▲

る
な
b
。
然
る
に
世
間
に
は
往
々
老
年
に
達

せ
す
、
又
疾
病
に
も
罹
ら
す
且

つ
許
可
を
も
律
す
し
て
妄
り
に
出
家

し
な
が
ら
街
ほ
依
然
ε
し
て
其
所
領
を
所
有
す

る
も
の
あ
り
、
仁
治
二
年
十

一
月
十
七
日
の
追
蜘
じ
於
て
幡
、
是

等

の
行
爲
を

「甚
自
由
之
所
行
」
な
り
ε
し
、
「
不
忠
之
科
」
に
庭
し
て
其
所
領
を
没
校
す
る
こ
ご
、
な
せ
り
。
但

出
家
に
臨
ん
で
俄

に
養
子

ε
構
し
て
届
出
つ
る
も

の
＼
外
、
従
来
子
孫
若
し
く
は
養
子
を
代
官
亡
な
し
、
自
己
に

へ

代
り
て
幕
府
に
勤
務
せ
し
む
る
も
の
は
此
限
に
あ
ら
す
。
叉
幕
府

の
恩
に
浴
し
な
が
ら
京
都
其
他
の
地
方
に
居
住

し
て
斑
仕
せ
ぎ
る
も
の
は
其
所
領
を
所
有
す
る
を
許
さ
す
、
但
本
家
朝
廷
に
勤
仕
せ
る
も
の
に
し
て
、
幕
府

の
恩

に
浴
せ
る
も
の
は
亦
此
限
に
あ
ら
す
、
所
謂
恩
に
浴
す

蓬
は
所
領
の
恩
給
に
預

る
を

い
ふ
も
の
、
五
月
嬰
鏡
の
同
日

の
條
に
御
家
人
等
未
レ及
=
老
耄
↓
無
レ
病
荷
不
レ蒙

レ冤
令
二出
家
↓
猶
知
ご
行
所
領
↓
叉
乍

レ浴
】關

東
之
御
恩
一層
二
佐

京
都

一事
、
自
今
以
後
可
レ被
二
停
止
】之
画
有
二
評
定
一元
々
ピ
あ
る
は
こ
れ
を

い
ふ
な
b
。

一
例
を
擧
げ
ん
に
佐
々

.

木
ソ心
願
は
將
軍

の
近
臣
π
り
し
日
、
三
浦
泰
村
の
恵
横
を
脚
み
俄
に
出
家
遁
世
し
た
り
し
よ
り
、
幕
府
は
其
所
領

を
弟
泰
清

に
給

へ
り
(吾
妻
鏡
建
長
二
年
十
二
月
二
十
九
日
條
)
。
蓋
し
幕
府
は
所
領
を
以
て
奉
公
の
報
酬
現
し
、

致
仕
者
は
當
然
所
領
を
所
有
す

べ
か
ら
す

ご
な
せ
る
な
ヴ
。

.

其
後
式
目
追
加
の
総
領
及
び
庶
子
に
關
す

る
規
定
の
多
く
は
所
謂
所
當
の
公
事
封
揮

に
關
す
る
も
の
こ
す
。

一

般
に
努
割
粗
縷

の
行
れ
た
る
常
時
に
於
て
は
原
則
ε
し
て
惚
領
も
庶
子
も
各
其
所
顧
を
有
し
た
.れ
ぽ
、
幕
府
の
租

税
即
ち
公
事

の
賦
課
あ
る
場
合
廣
通
例
惚
領
よ
り
こ
れ
を
自
己
を
始

め
庶
子
の
所
領
の
高
に
配
當

(支
配
)
し
て
こ

論

眈

躁
倉
時
代
の
家
族
制
度
(三
)

第
十
巻

ハ第
四
號

二
九
∀噛
四
人
三

＼

己



論

.説

鎌
倉
時
代
の
家
族
制
度
(三
)

第
+
巻

(第
四
號

三
〇
)
"
四
八
四

リ

や

れ
に
慮
適
し
め
.
庶
子
若
し
滞
納
せ
ぱ
惚
領
に
於
て

一
時
こ
れ
を
立
替

へ
納
附

す
べ
し
。
こ
れ
を
構
し
て
纒
入

(
ヘ

ヤ

ヤ

い
る
)
ε
い
も
叉
勤
入
ε
も

い
へ
り
。
こ
れ
惚
領
が

一
朝
事
あ
る
場
A
口
に
、
庶
子
を
牽

み
て
職
場
に
赴
く
事
ざ
共

に
、
公
的
方
面
に
於
け
る
任
務
の

一
た
か
し
な
り
。
然
る
に
其
後
も
庶
子
が
惚
顔
に
射
し
て
其
辨
償
を
拒
み

(封

揮
)惚
領
よ
b
こ
れ
を
告
訴
せ
る
場
合
は
弘
安
七
年
十
月
二
十
二
日
の
追
加
(三
二
〇
)
に
於
て
、
從
來
立
替
高
の

一

倍
を
辨
償

せ
し
め
、
叉
は
匝
営
庭
介
す
を
ξ
こ
ろ
あ
り
し
も
、

一
般

に

一
.倍
を
以
て
辣
慣
せ
し
む
る
こ
ε
、
し
、

而
し
て
臼
後
は
滞
納
者

の
所
領
の
中
を
以
て
惚
傾
に
支
給
(
分
付
)
す
る
こ
ε
＼
規
定
せ
り
。
所
謂
所
領
分
付

の
方

法
に
至
り
て
は
明
記
す
る
ε
こ
ろ
な
き
も
、
永
仁
二
年
七
且
五
日
の
追
加
(三
二

一
)
の
右
公
事
等
、
庶
子
封
揮
之

時
、
惚
領
脛
人
身
以
=五
+
貫
「可
レ
身
】一荷
田

一
町
一之
由
先
日
雌

レ被
二
足
下
一
云
々
ε
あ
る
も
.の
に
相
當
す
る
な
ら

ん
か
。
こ
れ
に
擦
れ
ば
、
惚
領
の
立
替
高
五
十
貫
に
つ
き
て
田
地

一
町

の
割
合
を
以
て
し
た
り
し
な
り
。
而
か
も
此

塵
分
は
惚
領
に
取
り
て
は
其
盆
な
く
、
庶
子
の
滞
納
を
防
止
す
る
に
足
ら
ざ
れ
ば
醤
の
如
く
庶
子
を
し
て
惚
領
の

立
替
高
に

一
倍

の
辨
償
を
な
さ
し
む

る
こ
ε

Y
し
、
若

し
こ
れ
に
違
犯
せ
ぱ
所
領

の

一
部
を
洩
牧
す
る
こ
ご

＼
な

し
た
ヶ
。
即
ち
惚
領
の
告
訴
め
り
た
る
時
は
當
時
の
民
事
訴
訟
の
手
檀

に
從
ひ
、

一
回

の
問
状
を
獲

せ
る
後

一
倍

の
辨
償
の
金
倉
を
獲
し

、
期
を
渦
ぐ

る
も
納
付
せ
ざ
れ
ば
、
.更

に

一
定
の
日
限
を
附
し
て
辨
償

せ
し
め
、
街
ほ
滞

納

せ
る
場
合

に
始
め
て
所
領
を
没
牧
す
る
こ
ε

、
し
た
り
し
な
サ
。
而
も
其
所
領
の
没
収
せ
ら
る
べ
き
高
を
明
記

せ
ざ
b
し
が
、
其
後
正
安
元
年
正
月
十
日
の
追
加
に
於
て
幕
府
は
庶
子
が
惚
領
の
立
替
高
の

一
倍
を
以
て
辨
償
す

●

(



べ
き
の
命
あ

る
も
何
ほ
緬
付
を
掴

め
る
腸
合
に
は
其
所
.億
…の
五
分
の

一
を
.畏
牧
す
る
こ
ビ

y
規
定
せ
り
σ
(
北
億
九

代
記

、
武
家
年
代
記
)

撚

れ
こ
も
庶
子

の
所
領
の
所
有
椹
は
こ
れ
を
認

め
て
決
し
て
総
領
の
そ
れ
ぜ
混
同
す
る
こ
底
な
し
。
犯
人
の
所

領
没
牧
に
關
し
て
正
悉
元
年
⊥
八
月

一
日
の
追
加
に
於
て
は
祀
父
母
父
紐

の
後
は
子
孫
の
知
行
す
べ
き
己
こ
ろ
も
こ

れ
を
没
牧
す

べ
く
、
胆
父
母
父
母
の
生
前

に
限
り
2

期
)
所
有
者
た
り
し
場
合
も
亦
同
じ
ざ
規
定
し
惚
物
し
が
、

(北
條
九
代
認
、
武
家
年
代
記
)其
後
永
仁
元
年
五
月
廿
五
月
の
逼
加
に
は
惚
領

の
犯
罪

に
依
り
て
其
所
領
を
没
放

す

る
場
合
起
庶
子
が
幕
府
の
安
堵
歌
を
有
せ
ざ
る
も
、
其
特
有
の
財
産
セ
る
謹
櫨
分
明
な
乃
に
於
て
は
、

】
旦
惚

領
の
所
領
に
混
じ
て
没
牧
す
る
も
、
改
め
て
こ
れ
を
庶
子
に
返
付
す

べ
し
ビ
規
定
せ
り
。

(北
條
九
代
記
、
武
家
年

代
記
、
新
式
目
、
新
編
追
加
三

一
八
)
.而
し
て
遥
加
御
公
事
聞
事
(三
二
三
)
に
幕
府
が
惚
領
ε
庶
子
ε
の
澗

に
未

.、

だ
特
有
の
所
領
を
認
め
ざ

る
以
前
ざ
誰
ご
も
(安
堵
下
ズ
下
附
以
前
)父
祀
の
遺
産
を
相
続
す

る
も
の
は
香
典
所
領

の
山道

鷹
じ
て
公
事
に
慈

窒
べ
し
ε
規
定
し
た
る
を
見

れ
ば
こ
れ
を
前

の
追
加
に
謝
撫
し
て
幕
府
の
承
認
は
必
要

・

の
手
績
た
る
に
相
違
な
き
も
決
し
て
絶
対
の
も
の
に
あ
ら
ざ
り
し
を
知

る
べ
レ
。

常
時
.朝
廷
の
明
法
家
は
他
人
に
向

っ
て
合
意
上
贈
奥
せ
し
も
の
(和
與
物
)
は
後
日
返
還
を
求

む
る
を
得
李

ε
の

見
解
を
取
り
、和
典
物
不
二
悔
還

一ご
い
へ
う
。
(法
曹
至
要
抄
、
裁
割
至
要
抄
)
こ
れ
職
制
律
及
び
名
例
律

に
他
人
を

強
要
し
て
其
財
物

の
贈
與

を
受
げ
し
も
の
(乞
索
)
は
賊
に
准
じ
、
叉
本
圭
に
還
す
こ
ご
見
え
、
註
に
親
族
若
し
メ
は

論

醗

鎌
倉
時
代
の
家
族
制
度
(三
)

・

第
†
巻

(第
四
號

三
】
)

四
八
五

」

●
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論

説

馨

時
代
の
談

制
度
三
)

,

第
+
巻

(第
四
號

三
二
)

四
八
六

合
意
指

輿
芸

為
の
、
罪
な
き
こ
妄

説
き
し
も

の
あ
る
を
根
撮
遷

せ
る
な
う
。
既
に
罪
な
し
ご
す
れ
ば
、

℃
れ
を
本
主

に
還
す
を
凄
せ
ざ
る
も
、
さ
b
ε
て
必
ず
本
主

航
還
す

べ
か
ら
ウ
ε
す
る
は
誤
れ
り
。武
官
第
十
九
條

・
に
、
生
前
眷
顧
を
受
け
て
所
領
の
贈
奥
を
受
け
た
る
も

の
が
、
他
人

の
和
異
物
な
り
ご
謂
b
て
、
・本
主

の
死
後
其

嘲

子
孫
に
劃
抗

せ
ぱ
、
其
所
領
を
渡
鞭
毛
て
本
主

の
子
孫
に
付
す

べ
し
ε
規
定
せ
る
は
即
ち
比
和
異
物
不
悔
還
芭
の

明
法
家

の
通
説
を
認
め
ざ
る
も

の
な
り
。
こ
は
他
人
の
場
合
な
る
が
、
新
編
追
加
庶
子
公
領
條

に
は
兄
弟
姉
妹
聞

・
の
和
典
物
を
侮
還
す

べ
き
や
否
や
に
つ
き
て
の
延
恋
二
年
六
月
十

一
日
以
下
の
追
加
あ
り
、
題
し
て
庶
子
分
領
ε

い
へ
ば
、
其
撫
領
で
庶
子
ε
の
所
領

の
關
係
な
る
こ
ε
明
ら
か
な
り
。
又
延
慮
二
年
六
月
十

一
日

の
追
加

(一一=

六

)
は
注
意
に
擦
れ
ば
和
異
物
は
悔
還
し
難
き
も
、
兄
弟
姉
妹
が
惚
領
に
謝
し
、
父
母

の
禮
を
な
し
、
(養
子
女
の

場
合
の
如
き
)
又
は
恩
情

に
依
b
て
所
領
を
譲
興
せ
る
も
の
忽
ち
敵
意
を
表
す
る
に
於
て
は
、
本
圭

の
任
意
返
還

を
許
す
ご
だ
を
規
定
し
、專
ら
上
の
見
地
よ
り
明
法
家
の
定
説
を
採
用
せ
ざ
る
こ
ビ
猶

ほ
式
目
の
如
く
せ
b
。
而
か

も
他

の
注
意
に
依
ち
ざ

る
場
合
ざ
同
じ
く
法
理
上
よ
り
こ
れ
を
否
認
せ
る
も
の
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
延
慮
二
年
の
追

加
に
も
其
末
文
に
は
將
文
献
二
謹
丈

一可
レ有
=
仔
細
一飲
ε
い
ひ
て
庭
分
の
飴
地
を
存
し
、又
他
の
追
加
の
中
に
は
和

一一與
他
人
一物
可
=悔
還
一否
事
(三
四
四
)
の
如
く
、
式
目
第
十
九
條
に
規
定
せ
る
も
の
以
外
は
術

ほ
他
人
に
和
興
せ

る
も
の
は
法
意
に
任
せ
て
悔
還
す

べ
か
ら
事
ε
な

せ
る
智
の
あ
り
、
而
し
て
其
末
文

に
是
又
就
二
謹
丈

H可
レ有
二勘

画

一歎
ご
い
へ
る
は
前

の
薙
加
の
そ
れ
ε
伺

一
弔
し
て
、
均
む
く
曖
眛

の
嫌
尊
者
記
あ
ら
す
。
此
追
加
は
制
定
の
年

・

`



月
を
逸

す
ε
雌
こ
も
、
正
鷹
三
年
十

一
月
九
日
の
追
加
罵
於
て
和
與
の
地
は
本
圭
悔
還
す
べ
か
ら
ざ
る
の
令
あ
り

し
も
、
今
後
は
本
圭

の
意
に
任
す

べ
し
ざ
規
定
し
た
な
は
此
追
加
を
承
け
た
る
こ
ご
明
ら

か
な
れ
ば
、
正
慮
三
年

十

一
月
九
日
以
前

の
も

の
蓬
認
む

べ
し
。

夫
婦
に
閲
す

る
追
加
の
規
定
は
多
く
は
寡
婦
若

し
く
は
離
婚

の
女
子
の
再
婚
及
び
こ
れ
に
俘

ふ
夫

の
遺
産
庭
分

に
係
れ
り
。

夫
婦
の
財
産

に

つ
き
て
は
追
加
も
妻
の
特
有
財
産
を
極
端
に
認
め
だ
b
。
資
治
二
年
七
月
十
日
の
追
加
に
亡
妻

の
遺
物
は
真
子
に
行
く
も
夫
に
行

か
す
、

一
人
の
子
も
な
き
場
合
は
夫
は
ζ
れ
を
妻
の
實
家
に
返
還
す

べ
し
ご
規

定
せ
り
。
然

る
に
夫
の
死
後
其
所
領
を
相
続
せ
る
寡
婦
は
専
心
亡
夫

の
冥
福
を
薦
む

べ
し
ξ
な
し
其
再
婚
を
以
て

不
貞
の
行
爲
巴
認
む
る
根
本
精
興
に
於
て
も
追
加
は
式
目

の
そ
れ
を
踏
襲

せ
る
の
み
な
ら
す
寧

ろ

一
歩
を
進

め
π

る
を
見

る
。

御
家
人
の
寡
婦
が
亡
夫
の
遺
産
を
相
続
せ
し
時
ば
安
堵

の
下
文
の
下
階
を
受
く
る
を
例

ε
す
。
然
る
に
式
目
第

二
十
四
僚
に
於
て
再
婚
者
が
共
所
有
権
を
失

ふ
ご
ε
を
規
定
し
て
こ
れ
を
實
施
せ
リ
コ
.寛
元
三
年
十
月
山
八
号
寮
末

入
道
の
寡
婦

の
再
婚
が
幕
府
の
問
題

に
上
り
、
幕
府
は
寡
婦
の
所
領
を
入
道
の
子
國
朝
に
支
給
す
る
こ
ど

、
し
た

り
し
は
其

一
例
な
り
。
是
に
於

て
彼
等
は
所
領
の
浸
験
を
売
れ
ん
ξ
し
、
傘
佃
ほ
肚
に
し
て
且

つ
疾
病
な
き
に
も

拘
ら
季
所
勢

に
託
し
て
子
若
し
く
は
其
他
の
親
族

に
譲
興
し
、
こ
れ
に
劃
し
て
安
堵
の
下
交
を
受
け
だ
る
後
再
婚

論

説

隙
倉
時
代
の
家
族
制
度
(三
〕

第
†
旛

(第
四
號
.

三
三
)

四
八
七



論

説
.

鎌
賞
時
代
の
尿
脹
制
度
(三
}

第
†
饗

(第
四
號

三
四
)

四
八
八

す

る
も
の
み
U
。
幕

府
は
暦
仁
元
年
十

二
月
十
六

凪
此

種

の
犯

罪
を
防
止
す

る
爲

め
に
左

の
如

き

一
の
追
加
を
獲

せ

り
。
(
三
二
五
)

・

一
環

人
簾

任
己

夫
譲

給
二安
堵
禦

交
稀

詑
鱒

二
、
,

右
此
條
卒
地

之
例
也
、
愛
於
レ令
鼓

嫁

老

、
可
レ充
二
給
他
人
乏

旨
、
β

被
二
足
章

以
來
、
爲
・
冤
二
其
讐

或
少
年
或
無
病
之
族
、
寄
二
事
於
所
勢
一譲
二
與
子
息
親
類
↓
申
二
給
安
堵
御
下
丈
一之
後
、
及
二
改
嫁

一云
々
、甚

以
濫
飲

也
、
自
今
以
後
潜

、
不

・臨
二
重

病
危
急

一着
、
不

・可

・被

・菟
二
許
共

議

妻

、

こ
れ
吾
翼
鏡
(吉
川
本
)暦
仁
元
年
十
二
月
十
山
八
日
條
に

今
日
評
定
、
御
家
人
等
不
レ臨
=
重
病
危
急
老
親
一着
.
不
レ
可
レ譲
二
所
帯
於
妻
妾

嘆之
由
被
レ定
云
々
.

ε
あ
る
も
の
に
相
賞
す
。
吾
妻
鏡
に
振
れ
ば
、
此
追
加
は
御
家
人
の
病
氣
危
篤
に
瀕
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
.所
領

を
其
妻
妾
に
譲
興
す
る
こ
ε
を
許
さ
ウ

ざ
い
ふ
に
あ
り
て
、
所
領
を
譲

興
す
る
を
御
家
人
の
夫
な
り
乙
解
せ
り
。

然
る
に
追
加
の
炎
色
按
事
る
に
、
再
婚

ず
る
女
子
が
疾
病
に
託
し
て
所
領
の
譲
與
を
な
す
を
不
當
ε
認
め
て
、
自

.
後
重
病
危
篤

に
臨
ま
ざ
れ
ば
、
.共
議
與
を
許
可
せ
ざ
る
こ
ご
を
規
慰
し
た
る
も

の
に
し
て
、
前
後
の
文
意
を
綜
合

し
て
考

ふ
る
恥
は
被
相
続
人
は
即
ち
再
婚
者

塚
り
ご
解
す

る
の
外
な
く
、
こ
れ
を
御
家
人
の
夫
な
り
こ
す

る
吾
妻

鏡
の
記
事
は
誤
解
な
り
ε
断
.憧
ざ
る
を
得
す
。
然
ら
ば
寡

婦
が
再
婚

に
先
き
だ
っ
て
其
所
頒
を
子
若
し
く
は
他
の

親
族

に
譲
興
す
る
の
意
志
如
何
、
.亡
夫

の
遺
産
を
相
続
せ
る
寡
婦
の
再
婚
す

る
場
合
に
子
あ
れ
ば
代

っ
て
こ
れ
に

.

、

酵



』

相
綾
せ
し
む

べ
き
は
式
目
に
規
定
せ
ら
る
」
己
こ
ろ
、
只

一
旦
幕
府
が
寡
婦
よ
り
牧
め
て
こ
れ
を
真
子
に
支
給
す

る
ピ
、
寡
婦
よ
り
譲
興
す
る
ご
の
差
は
あ
る
も
為
結
果

に
於
て
異
る
ざ
こ
ろ
な
け
れ
ば
故
ら

に
妬
く
の
如
き
手
段

を
講
中
る
を
要

せ
ざ
る
に
似
π
り
。
黙
れ
ぜ
も
寡
婦
の
再
婚
は
當
聴
滋
徳
上
法
律
上
井
ぴ
に
善
　艮
の
行
爲

ご
看
做

さ
れ
す
、
道
徳
上
に
は
貞
操
を
破

る
も
の
こ
し
て
非
難
を
冤
れ
ざ
り
し
ε
こ
ろ
に
し
て
、
就
中
亡
夫
の
遺
産
を
相

緩
し
た
る
も
の
、
再
婚

は
法
律
上
の
制
裁
こ
し
て
其
浸
牧
を
免
れ
ざ
り
し
こ
ε
な
れ
ば
、
假
令
其
同

一
の
結
果

ξ

な
る
に
も
せ
よ
、
寡
婦
が
再
婚
に
依
b
て
所
領

の
渡
牧
虚

勢
を
受
く

る
こ
ど
は
耐
…會
に
罰
す
る
荒
阯
三
良
心
の
苦

痛

ε
を
戚

ぜ
し
ε
こ
ろ
な
る
、べ
し
、
特
に
式
目
に
於
て
は
相
綾
す

べ
き
子
な
け
れ
ば
幕
府

の
適
宜
塵

分
に
任
せ
ら

る
べ
き
も
寡
婦
-し
し
て
は
此
場
合
に
も
任
意
に
飽
の
親
族

に
譲
興
す

る
を
得

べ
く
、
斯
く
し
て
此
相
続
が
幕
府

に

承
認
せ
ら
れ
て
、
寡
婦
自
身
何
等
麗
分
を
受
ぐ
る
の
恐
れ
な
き
に
及

ん
で
再
婚
せ
ん
ε
し
な
り
し
も
の
な
り
。

.

撚
れ
こ
も
寡
婦
が
再
婚
前
此
庭
麗
を
取
る
に
至
れ
る
に
は
別
に
事
情
の
存
す
る
も

の
あ
り
し
が
如
し
。
そ
は
廼

慮
元
年
九
月
三
十
日
佐
竹
別
當
入
道
が
寡
婦
の
問
題
ビ
な
れ
る
聴
に
於
け
る
幕
府
の
評
定
の
決
議
に
見
え
た
り
。

一
改
嫁
華

府
或

致
二
所
領

之
成

敗

↓
或

行
二
家
中

之
雑

事

↓
於

・令
=
現
璽
.
者

.
允
可

レ
有
二
其

誠

剛
比

外
至
二内

々
之
密

儀

一考

、
縫
難

レ有
二
風
聞
之
説

輔
非
二
沙
汰
定

限

一
飲
脚
下

こ
れ
吾
妻

鏡

の
同
日

の
悠

に
今
日
評
議
御

家
人
妻
改
嫁

事
、
致
二
所
領
之
成
敗

一行
二
家
中
之
維
事
.噛
於

レ
令
】一理

行

一

者

、
可

レ
有
二其

誠

H之
由
被

レ
定

ε
あ

る
も

の

に
し
て
、

前

田
本

御
成

敗
式
目

に
は
、
第

二
十
四
條

の
下

に
低
害

せ

論

説

鎌
倉
時
代
の
家
族
制
度
(三
)

,

第
十
溜

(第
四
號

三
五
)

四
八
九

'

」



,

.

諦

観

鎌
倉
時
代
の
家
族
制
度
(三
)

第
十
巻

(第
四
號

三
六
)

四
九
〇

ら

る
、
も
の
、
節
ち
寡
婦
が
再
婚
後
も
依
然
ε
し
て
所
領
の
管
理
を
な
し
、
又
は
家
政
を
威
理
.す

る
が
如

き
事
あ

る
時
、
其
事
實

の
明
白
κ
る
場
合
は
虞
介
す
べ
き
も
、
然
ら
ざ
る
場
合
は
縦

ひ
世
上
の
風
説
め
り
ε
も
、
こ
れ
を

問
は
ざ
る
こ
ご
、
せ
る
な
り
。
こ
れ
に
由
り
て
観
れ
ば
、
彼
等
の
中
に
は
再
婚

に
先
き
だ
ち
て
自
己

の
所
有
に
係

る
心
夫

の
遺
産

を
表
面
其
手
に
譲
興
す

る
も
、
そ
は
注

に
濁

れ
て
潰
敗
せ
.ら
る
〉
を
避
く
る

一
手
段

に
過
ぎ
申
し

て
再
婚
後
も
母
子
の
關
係
を
利
用
し
、
所
領
を
管
理
す

る
こ
ε
樹
ほ
醤

の
如
き
も
の
も
こ
れ
あ
り
し
が
如
く
、
幕

府
を
し
て
此
追
加
の
必
要
を
威
啓
し
め
π
b
し
な
b
。
然

る
に
是
等
の
事
實

の
明
白
な
る
ε
否
ご
に
っ
き
て
の
認
r

定
は
頗
る
容
易
な
ら
ざ
る
べ
や
、
明
白
な
る
も
の
も
荷
ほ
密
儀
ご
構
し
て
庭
分
を
冤
る

、
の
弊
あ
b
た
れ
ば
、
弘

安
九
年
七
月
二
十
五
日
の
追
加
に
於
て
(三
三
〇
)
臼
後
寡
婦
が
再
婚
後
所
領
を
管
理
し
家
政
を
虎
理
せ
ウ
で
難
こ

も
世
上
非
難

の
聲
あ
る
も

の
は
す

べ
て
式

目
に
任
せ
て
そ
の
所
領
を
浸
牧
す

る
こ
ε
、
な
せ
り
。

御
家
人

の
所
領
が
幕
府
の
管
轄
外
な
る
非
御
家
人
若

し
く
は
凡
下

に
移
る
こ
ε
に
.つ
き
て
幕
府
が
危
惧

の
念
を

生
じ
つ
、
あ
り
し
家
永
四
年
十
二
月
二
十
六
日

の
邉
加
に
於
て
(
三
二
八
)幕
府
は
御
家
人

の
女
子
及
傀
儡
白
拍
子

其
他
凡
下

の
女
子
が
御
家
人
た
る
夫
を
誘
惑
し
て
得
た
る
所
領
は
こ
.れ
を
没
牧
す

る
こ
ε
、
せ
り
。
但
彼
等
に
し

て
夫

の
死
後
貞
節
を
守
b
て
寡
居
す
る
に
於
て
は
こ
れ
を
禁
ず
る
の
限
に
あ
ら
す
。
其
後
弘
資
七
年
十

一
月
二
十

一
日
の
追
加
(三
二
九
)
に
於
て
幕

府
は
御
家
人
の
寡
婦
及
び
女
子

の
在
京
を
非
ど
し
て
こ
れ
を
禁
じ
、
違
反
す
る

者
は
所
領
を
波
牧
す
る
こ
ε
、
せ
り
。
御
家
人
が
公
務
に
依
る
に
あ
ら
す
し
て
京
都
に
滞
留
す

る
は
幕
府
の
奉
公

惚
…怠
ε
す
る
巴
こ
ろ
、
仁
治
二
年
†

一
月
(十
七
日
)
に
も
御
家
人
が
關
東

の
恩
に
浴
し
な
が
ら
京
都
に
居
住
す
る

一



を
不
可
ε
し
て
こ
れ
を
禁
魅
し
こ
ε
あ
り
、
當
塒
幕
府
が
御
家
人
所
領
の
保
護
に
焦
慮

せ
る
周
圏
の
事
情
よ
り
考

ふ
る
も
こ
は
式
目
第
二
十
五
條
に
規
定
せ
る
が
如
く
、
御
家
人
の
勤
務
を
怠
り
、
京
紳

に
接
透
し
吊
或
は
こ
れ
ご

婚
を
通
じ
・
或
は
所
領
め
譲
輿

に
依
り
て
幕
府

の
財
源

に
悪
髭

　
を
及
ぼ
す
を
恐
れ
た
る
も

の
蘇

せ
ら

る
。

衣
に
御
家
人
の
養

子
に
關
.す
る
規
定
ご
し
て
先

づ
注
意
を
擁
ふ

べ
き
は
、
式
目
第
二
十
三
條

の
女
子
の
養
子
に

關
す
る
も
の
な
り
冷
前
章
に
も
引
用
せ
し
が
如
く
、
吾
妻
鏡
賢
治
二
年
七
月
十
日
僚
に

雑
務
條
々
有
ロ其
沙
汰
↓
激
経
等
勘
申
云
、噸
中
次
妻
養
子
事
、
凡
女
人
者
、
無
㍉
自
専
決
↓
養
子
者
夫
不
レ
免

之
外
、
女
人
養
子
所
レ
不
レ
冤
也
噸
中
身
二
此
趣

…雑
人
奉
行
等
可
=存
知
一
之
由
被
一一仰
山

H云
々

ゆ

ε
あ
り
、
式
目
に
女
子
が
養
子
を
な
す
を
可
能
こ
す
る
明
法
家

の
學
説
を
排
し
て
こ
れ
を
許
可
す
る
こ
ε
、
し
た

り
し
が
、
こ
れ
に
擦
れ
ば
、
.夫
婦
關
係
に
於
て
妻
が
自
尊
の
法
な
し
ご
の
理
由
に
俵
b
、
夫

の
同
意
を
得

る
に
あ

ら
ざ
れ
ば
養
子
縁
組
を
許
さ
で
こ
な
す
も
の
に
し
て
、
式
目
の
所
謂
「
女
人
」
の
妻
を
意
味
せ
ざ
る
こ
ご
、
な
り
、

注
文
の
解
繹
L⊥
其
意
味
を
限
定
す

る
結
果

ご
な
る
べ
し
。

更
に
親
子
關
係
に
つ
き
て
窺
察
せ
ん
に
延
慮
二
年
五
月
十
四
日
の
追
加
は
子
孫
が
祀
父
母
父
母
を
告
訴
す
る
の

吉
言
の
罪
輕
し
ε
せ
ざ
る
ε
こ
ろ
な

る
に
拘
ら
す
、
近
日
間

弐
此
事
あ
る
は
籔
令
違
犯
の
罪
重
し
ε
て
こ
れ
を
禁

じ
、
若
し
衛
ほ
違
犯
せ
ば
重
科
に
慮
す

べ
し
ご
冷
せ
り
。
幕
府
が
此
禁
令
を
凝
せ
る
動
機
は
信
濃
國
落
合
某

の
寡

婦
(
尼
)
が
其
手
太
郎
ご
相
雫

ひ
し
に
依
り
π
る
も

の
に
し
て
、
幕
府
は
太
郎

の
訴
を
棄
却

(奔
損
)
し
、
此
令
を
下

せ
る
な
り
。
(吾
妻
鏡
に
は
延
慮
二
年
五
月
十
四
日
條

に
此
事
實
を
載
せ
た
る
外
、
同
月
四
日
俄
に
も

「
猷
=
野
子

「
輪

跣

鎌
倉
時
代
の
家
族
制
度
(三
)

第
十
巻

(第
四
號

三
七
)

四
九
一



'

、

髄

臨

鎌
倉
時
代
の
家
族
制
度
(三
)

第
十
巷

(第
四
號

三
入
)

四
九
二

阻
父
母

一相
論
事
.
今
日
被
ン
停
二
止
之

閥」
ε
見
え
た
り
。
思
ふ
に
こ
は
全
然
同
車
な
れ
ば
、
十
四
日
條

の
重
出
に

し
て
日
附

の
十

の
字
を
脱
せ
る
矯
め
別
事

ε
し
て
四
日
條

に
係
け
ら
れ
だ
る
も
の
な
ら
ん
)

、

子
は
蕾

に
父
母
を
訴
ふ
る
を
許
さ
れ
ざ
る
の
み
な
ら
か
、
自
家
の
訴
に
父
母
を
鐙
人
ε
な
す

こ
ピ
も
許
さ
れ
争

賢
治
二
年
五
月
十
山
八
日
幕
府
は
兄
弟
間
の
訴
訟
に
父
母
を
謹
人
に
立

つ
る
は
其
先
例
な
き
蕉
め
ら
す

遭
難
こ
も
、

(
天
野
和
泉
前
司
の
子
が
兄
弟
相
訴
ふ
る
に
當
り
て
母
を
謹
人
に
立
て
た
る
が
如
き
)自
後
は
其
申
請
を
採
用
せ
ざ

る
に
決
せ
り
。

(吾
妻
鏡
)
こ
れ
主
ε
し
て
道
徳
上
の
顧
慮
に
基
く
も
の
な

る
べ
し
。
但
兄
弟
問
の
和
解
を
圖
る
べ

き
は
第
二
章
に
説
く
ε
こ
ろ
な
る
も
、
親
子
聞
す
ち
争
訟
を
絶
技
ぎ
る
當
塒

に
め
り
て
、
こ
れ
を
抑
止
す

べ
く
も

あ
ら
す
、
所
領
の
所
有
灌
に
っ
き
て
の
兄
弟
間

の
訴
は
最
も
多
く
腰
生
せ
る
ど

こ
ろ
に
し
て
、
幕
府
亦
こ
れ
を
受

理
せ
る
を
例
ε
せ
り
。

ロ

.

然
ら
ば
親
は
子
に
劃
し
て
如
何
な
る
行
爲
あ

る
も
妨
げ
ざ

る
や
ε
い
ふ
に
、
先
づ
親
が
子
を
盗
る
こ
ε
の
可
否

に

つ
き
て
考
察
せ
ん
。
人
身
費
買
は
常
時
人
倫
質
買
ε
構
す

る
も
の
に
し
て
、
陵
民
郎
ち
奴
癖
雑
人
を
除
く
の
外

人
勾
引
即
ち
誘
拐

ご
共

に
原
則
ε
し
て
は
こ
れ
を
許
さ
ゴ
る
も
、
只
飢
饉
に
際
し
て
は
九
死
に

一
生
を
得
ん
が
爲

め
妻
子
親
族
を
賣

る
は
幕
府
の
特
に
こ
れ
を
黙
許
し
た
り
し
こ
ε
延
慮
元
年
四
月
十
七
日
の
追
加
に

凡
人
倫
費
買
事
、
禁
制
殊
重
、
然
而
饒
飢
之
牟
許
者
、
被
二免
許
一飲
、

ε
い

へ
る
が
如

し
。
蓋

し
こ
れ
を
禁
中
れ
ば
却

っ
て
人
民
を
窮
地
に
陥
れ
し
む
る
を
以
て
な
り
。
寛
喜
の
飢
饅

の

如

き
は
其
惨
害
最
も
甚

し
か
り
し
網
め
幕
府
を
し
て
黙
許
の
已
む
を
得
ざ

る
に
至
ら
し
め
、
是
特
質
放
せ
る
親
族

,

■



は
終
生
其
所
有
に
蹄
す
る
も
、
他
人
に
費
買
若
く
は
子
孫
に
相
緬
す
る
こ
ε
を
許

さ
ヂ
(八

こ

牧
養
し
て
子

ご
な

せ
る
も
の
も
亦
他
人
に
費
賀
す
る
を
禁
じ
て
、
藤
の
如
く
養
子
穴
ら
し
め
穴
り
。
(八
二
)
以
よ
の
二
合
は
事
書
の

下
年
次
を
鉄
く
も
新
編
追
加
目
錬
に
は
人
倫
質
買
直
物
票
寛
元
三
、
二
、
十
六
の
次

に
列
畢
し
て
同
三
二
こ
し
、

虚
寛
元
「二
牟
=
一月
二
日
の
泊
岨加
ご
な
せ
り
、
…黙
れ
ご
」
も

一
π
ぴ
巫
丁
年
に
復
す
れ
ば
、
嚴
に
貸
費
を
禁
じ
且

つ
申南
場

に

掲
示
し
て

[
般
人
民

に
周
知
せ
し
め
ん
こ
ε
を
躙
り
、
若

し
こ
れ
に
違
犯
せ
ぱ
逮
捕
し
て
幕
府

に
逮
退
せ
し
め
、

ヒ
ト

ァ
マ
ナ

ビ

被
賛
者
は
無
償
に
て
放
免
せ
し
め
だ
り
。
(
仁
治
元
年
十
二
月
.十
六
口
追
加
)當
時
「
人
商
」
な
る
管
業
者
あ
り
し
か

ば
、
幕
府
は
需
慮
三
年
(「二
月
十
三
日
)其
停
止
を
命
じ
、
違
犯
者
は
火
印
刑

〔犯
人
の
面
に
烙
印
す
る
こ
ε
)
に
庭

す

る
ご
ざ
、
せ
り
。
吐
く
の
如
き
螢
業
者
に
あ
ら
ず
し
て
親
族
他
人
の
誘
拐
せ
る
も
の
に

つ
き
て
は
賢
治
二
傘
六

月
五
日
の
追
加

に

ト
ガ

人
勾
引

事
有
=
其
沙
汰

↓
兄
弟
者

不

レ可

レ爲

一入

勾

引
之
儀

↓
以
二
他
人

一可

レ爲
二
人
勾

引

一也
、
其
科
准
二
盗
犯

聞

オ

々
、

ビ
規
定
し
、
兄
弟

は

こ
れ
を
人
勾

引

ご
看
做

さ
す
、

他
人

を
誘

拐

せ
る
も

の
を
以

て
人
勾

引

`
な
す

ε
の
解

繹
を

探

る
に
決

せ
り
。

〔吾

妻
鏡

)

こ
れ

に
操

b

て
見

る
に
、
幕

府
の
法
律

は

朝

廷

の

そ
れ

ε

同

じ
く
頁

風
聞

北

於

け

る
人
身
璽
買

を

許

さ

∫
る

も

、
飢
饉

の
如
き
特

別
な

る
場

合

に
は

祀
父

母
父
母

は
子
孫

を
、
夫

は
妻

を
費

る
こ

ピ
を
黙
許

せ
ら
れ
、

叉
兄
弟

問

の
費
買
は

こ
れ
を

人
勾

引

ε
認

め
ざ
b
し
な
り
。

論

説

鎌
倉
時
代
族
制
の
象
皮
(三
V

第
†
巻

(第
四
號

三
九
)

四
九
三

■
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諭

臨

響

時
代
の
家
族
制
度
(三
)

筆

管

(第
四
號

四
9

四
九
四

然
れ
ば
貧
母
が
其
子
を
賣
る
を
黙
許
せ
ら
る
・
は
特
別
の
事
情
の
下
に
極
め
て
稀
有
な
る
場
食

限
ら
る
≧

ε
な

る
が
、
父
母
は
別
に
真
子

に
謝
し
て
義
絶
を
な
す

の
権
を
與

へ
ら
れ
た
り
。
義
絶

`
は
令
の
夫
婦
間

の
そ
れ
.

建
異
り
て
親
子
の
義
を
絶

つ
を

い
ふ
。
式
目
第
二
十
二
條
の
成
人
の
子
息
に
謝
す
る
保
護
は
父
母
の
爲
め
に
義
絶

せ
ら
れ
ざ
る
.を
條
件
と
す

る
も
の
に
し
て
、
義
繕

せ
ら
れ
た
る
も
の
は
保
護
を
受
く
る
の
資
格
な
き
な
り
。
而
し

て
義
絶
の
動
機
が
不
孝

の
行
爲
た
る
こ
ご
、
庵
ご
よ
り
多

か
る
べ
し
ご
錐
ザ」
も
、
必
寄
し
も
皆
黙
り
ε
す

べ
か
ら

す
・
武
田
光
達
芸

子
信
患

を
義
絶
せ
る
場
合
の
如
き
こ
れ
諾

す

べ
し
。
軌
警

光
達
の
届
出
に
謝
し
て
、
信
忠

が
公
私
#
ぴ
に
大
功
あ
り
て
義
絶
す

べ
き
理
由
な
き
を
指
摘
し
、
こ
れ
が
調
停
を
圖
⇔
し
も
、
光
達
は
只
撒
箇
條

の
不
可
あ
り
ε
い
ふ
丈

に
て
其
内
容
を
説
明
せ
す
、
断
然
義
絶
を
発
す

の
意
志
な
き
を
答

へ
、
後
信
恵
が
父

に
向

っ
て
嘗
て
戦
場
に
於
て
共
危
害
を
救

ひ
し
こ
ξ
及

び
承
久
の
戦
功
の
抜
群
な
り
し
こ
ε
を
擧
げ
て
哀
を
請
ひ
、
泰

時
亦
こ
れ
に
同
情

し
て
救
解
に
努

め
π
り
し
も
光
達
は
信
患
が
主
張

の
虚
偏
な
ら

ざ
る
こ
ε
、
並
に
其
孝
道
を
訣

か
ざ
る
ご
ピ
を
認
め
な
が
ら
省

ほ
心
術
の
不
調
を
辞
ε
し
て
こ
れ
を
拒
絶
し
、
執
椹
も
こ
れ
を
奈
何
ε
も
す
る
能

は
ざ
り
し
な
b
。
こ
れ
に
捺
る
も
義
絶
は
只
幕
府
に
向

っ
て
届
出
の
手
纏
を
な
せ
ば
足
れ
り
。
其
許
可
を
請

ふ
べ

.き
性
質
を
有
せ
す
。
而
し
て
父
母
が
義
絶

の
結
果

、
子
ば
其
家
督
遺
産
の
相
続
よ
り
除
外
せ
ら

る
.、
は
勿
論
家
庭

外
に
放
逐
せ
ら
れ
た
り
し
な
り
。
前
記
信
患

の
如
き
も
、
去

っ
て
紀
伊
に
舗
居
せ
る
こ
ε
武
田
氏
系
固
に
見
え
泥

.

り
。
寛
元
五
年
三
浦
氏
の
北
條
氏
-こ
.載
ふ
に
當
り
聴
頼
の
子
朝
房
が
義
緬

の
身

ε
し
て
職
に
會
せ
る
も
、

一
人
の

從
兵
を
も
随

へ
ず
し
て
疲
馬
に
跨
り
し
こ
芭
の
吾
妻
鏡
に
見
え
た
る
は
其
悲
愴

の
,献
を
語
る
も
の
ぜ
謂
ふ
べ
し
。


