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『
古
代
後
期
に
お
け
る
家
族
瞼
）

　
近
年
、
古
代
後
期
は
、
以
後
一
五
〇
〇
年
間
に

渡
っ
て
西
欧
社
会
の
根
底
的
基
盤
と
な
る
、
政
治

的
、
宗
教
的
に
も
、
ま
た
文
化
的
に
も
特
徴
的
な

時
代
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
。
本
書
は
、
そ
う
し
た
時
代
把
握
の
も
と
に
、

従
来
の
家
族
史
研
究
で
は
カ
バ
ー
し
き
れ
て
い
な

い
、
こ
の
古
代
後
期
に
お
け
る
家
族
と
そ
の
役
割
、

そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
探
究
し
て
い
る
。

な
お
、
著
者
G
：
不
イ
サ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
の
若

手
研
究
者
の
～
人
で
あ
る
。
本
書
が
執
筆
さ
れ
た

際
は
、
U
C
L
A
の
講
師
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
、

西
オ
レ
ゴ
ン
大
学
の
准
教
授
で
あ
る
。

　
さ
て
、
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
上
述
の
よ

う
な
問
題
意
識
を
序
章
で
示
し
た
後
、
第
二
章
は
、

考
察
の
前
提
的
知
識
と
し
て
、
お
よ
そ
紀
元
三
〇

○
年
ま
で
の
ロ
ー
マ
家
族
の
概
観
に
当
て
ら
れ
て

い
る
。
つ
づ
く
第
三
章
で
は
、
「
コ
ン
ス
タ
ン
テ

ィ
ヌ
ス
と
二
つ
の
伝
統
の
合
流
」
と
題
し
て
、
結

婚
、
子
供
、
奴
隷
に
関
す
る
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ

ス
の
立
法
の
検
討
を
お
こ
な
い
、
同
居
が
初
代
ア

ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
以
来
初
め
て
、
家
族
に
関
す
る
広

範
な
法
制
定
を
行
っ
た
皇
帝
で
あ
り
、
法
と
習
慣

に
お
け
る
革
新
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
。

た
だ
し
、
そ
こ
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
は
希
薄

で
あ
る
と
も
し
て
い
る
。

　
第
四
章
以
下
で
は
、
社
会
的
、
文
化
的
変
化
を
、

個
別
の
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
ま

ず
第
四
章
は
「
結
婚
」
を
扱
う
。
族
内
婚
（
少
な

く
と
も
傍
系
四
親
等
内
）
か
ら
族
外
婚
へ
の
移
行

傾
向
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト

（
近
親
相
姦
は
原
罪
の
結
果
と
見
な
さ
れ
た
）
に

お
い
て
の
み
理
解
で
き
る
も
の
も
あ
る
が
、
著
者

に
よ
れ
ば
、
古
代
後
期
の
皇
帝
た
ち
に
よ
る
、
私

的
生
活
に
関
す
る
立
法
の
多
く
は
、
こ
の
宗
教
の

教
義
や
信
仰
と
は
別
次
元
で
行
わ
れ
て
お
り
、
結

婚
の
状
況
自
体
は
教
会
の
提
唱
し
た
理
想
の
影
響

を
大
き
く
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
第
五
章
は
「
結
婚
の
代
わ
り
に
」
と
し
て
、
離

婚
・
再
婚
・
寡
夫
／
婦
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

著
者
は
離
婚
に
対
す
る
嫌
悪
感
が
、
キ
リ
ス
ト
教

に
よ
っ
て
初
め
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

ま
た
後
期
に
知
ら
れ
て
い
る
離
婚
も
政
治
的
戦
略

に
よ
る
も
の
が
多
か
っ
た
点
も
、
共
和
政
後
期
か

ら
の
そ
れ
と
変
わ
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
も
そ

も
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
離
婚
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

離
婚
の
数
は
常
に
少
数
に
留
ま
っ
て
い
た
よ
う
だ

が
、
帝
政
後
期
に
お
い
て
、
そ
の
原
因
を
キ
リ
ス

ト
教
の
モ
ラ
ル
の
拡
大
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
し
て
い
る
。
ま
た
再
婚
と
寡
夫
／
婦
に
関
し

て
は
、
特
に
問
題
と
な
る
の
は
女
性
の
場
合
で
あ

っ
た
。
寡
婦
は
、
ロ
ー
マ
社
会
に
お
い
て
も
と
も

と
尊
重
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
が
、
後
期
に
お
け

る
法
的
地
位
の
向
上
と
い
う
形
で
そ
れ
が
具
体
化

す
る
中
に
、
著
者
は
キ
リ
ス
ト
教
の
力
を
見
て
い

る
。
し
か
し
他
方
で
、
家
門
継
承
の
た
め
に
子
孫

を
残
す
と
い
う
目
的
に
よ
っ
て
、
再
婚
を
阻
止
し

よ
う
と
し
た
教
会
側
の
試
み
自
体
は
、
失
敗
に
終

わ
っ
た
と
し
て
い
る
。

　
第
六
章
「
子
供
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
子
供
の

位
置
付
け
に
及
ぼ
し
た
影
響
と
子
に
対
す
る
親
の

責
任
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
前
者
に
関
し
て

は
、
二
点
に
注
目
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
孤
児
の

救
済
。
し
か
し
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て

始
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
も
う
一
つ
は
、

子
供
の
自
由
に
対
す
る
保
証
に
関
し
て
。
た
だ
、
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こ
れ
は
彼
ら
だ
け
が
対
象
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、

自
ら
の
意
志
に
反
し
て
自
由
を
剥
奪
さ
れ
た
者
す

べ
て
が
対
象
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
は
、

子
供
に
関
す
る
全
く
新
し
い
概
念
を
創
造
し
た
の

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
子
供
の
教
育
に

つ
い
て
も
、
聖
書
の
暗
唱
な
ど
が
勧
め
ら
れ
た
も

の
の
、
そ
れ
ら
は
功
利
的
目
的
の
た
め
の
世
俗
的

教
育
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
文
法
や
修
辞
と
い
っ

た
古
典
的
教
育
方
法
が
引
き
続
き
行
わ
れ
て
い
っ

た
。
後
者
に
対
し
て
は
、
著
者
は
キ
リ
ス
ト
教
に

よ
っ
て
親
子
関
係
に
い
く
ぶ
ん
新
た
な
る
枠
組
み

が
も
た
ら
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
旧

来
の
唱
植
園
鋤
唱
。
冨
ω
S
ω
（
家
父
長
権
）
と
は
違
い
、

相
互
に
義
務
を
負
う
存
在
と
し
て
の
親
子
関
係
が
、

そ
れ
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
と
い
う
。
著
者
に
よ

れ
ば
、
父
親
は
財
産
の
相
続
人
と
し
て
、
広
く
社

会
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
子
供
を
教
育
し
た
。

他
方
、
宗
教
教
育
は
母
親
の
担
当
で
あ
り
、
母
親

の
役
割
は
大
き
か
っ
た
。

　
第
七
章
は
「
拡
大
家
族
」
と
題
さ
れ
る
。
ロ
ー

マ
は
核
家
族
が
主
流
で
あ
っ
た
と
い
う
認
識
は
、

近
年
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
故
、

親
族
関
係
に
つ
い
て
は
軽
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る

こ
と
か
ら
、
著
者
は
、
そ
の
性
質
の
解
明
を
試
み

て
い
る
。
拡
大
家
族
の
様
相
に
つ
い
で
教
会
に
よ

る
言
及
は
皆
無
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
取
り
巻
く

行
動
と
習
慣
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
定
義
す
る
こ
と
は

困
難
だ
が
、
著
者
は
核
家
族
の
枠
を
越
え
る
現
象

を
捉
え
て
、
そ
こ
に
親
族
関
係
の
荘
漢
と
し
た
性

格
を
垣
間
見
て
い
る
。

　
第
八
章
「
家
内
奴
隷
」
で
は
、
古
代
後
期
の
主

人
1
奴
隷
関
係
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
、
以
前

と
ど
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
か

ら
出
発
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
神
の
前

で
の
平
等
を
唱
え
た
が
、
し
か
し
こ
の
世
に
お
け

る
社
会
構
造
内
で
の
身
分
は
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ

ら
れ
、
奴
隷
制
自
体
ご
く
自
然
の
も
の
と
さ
れ
た
。

そ
し
て
奴
隷
自
身
よ
り
も
、
家
庭
内
の
平
和
を
乱

さ
ぬ
よ
う
、
両
者
の
関
係
を
い
か
に
良
好
に
保
つ

か
と
い
う
こ
と
に
関
心
が
払
わ
れ
、
結
局
は
奴
隷

制
の
存
続
に
つ
な
が
っ
た
と
し
た
。

　
最
後
に
第
九
章
で
、
本
書
の
総
括
を
し
て
い
る
。

著
者
は
こ
こ
で
、
以
下
の
三
点
を
指
摘
し
て
筆
を

導
い
て
い
る
。
第
～
に
、
ロ
ー
マ
社
会
に
深
く
根

を
は
っ
て
い
た
社
会
的
、
法
的
、
生
物
的
圧
力
す

べ
て
が
相
重
な
っ
て
い
た
た
め
に
、
新
宗
教
と
い

う
要
素
が
加
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
古
代
後
期
の
家

族
の
あ
り
よ
う
は
そ
う
そ
う
簡
単
に
は
変
容
し
な

か
っ
た
。
ま
た
他
方
で
、
未
亡
人
と
な
っ
た
女
性

が
世
襲
財
産
を
管
理
す
る
際
の
自
由
な
裁
量
が
、

相
当
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
法
的
地
位

の
向
上
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
法
に
お
け
る
家
父

量
的
本
質
は
根
本
的
に
は
変
わ
ら
ず
、
ま
た

貯
旨
決
鋤
の
成
員
に
対
す
る
父
親
の
権
限
も
決
し

て
積
極
的
に
は
変
化
を
被
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
キ
リ
ス
ト
教
著
作
家
の
主
張
の
多
く
は
、

伝
統
的
ロ
ー
マ
の
観
念
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
こ
の
宗
教
が
地
申
海
で
育
ま
れ
た
文

化
の
中
か
ら
立
ち
現
れ
て
き
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、

そ
れ
と
共
有
す
る
部
分
が
多
く
て
も
当
然
と
言
え

る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
特
異
性
か
ら
、
つ
い
つ

い
目
を
奮
わ
れ
が
ち
な
殉
教
者
や
砂
漠
の
修
道
士

ら
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
念
を
急
進
的
な
方
へ
と

向
け
る
こ
と
は
あ
っ
た
も
の
の
、
同
教
が
主
流
と

な
る
や
、
そ
れ
が
実
際
組
み
込
ま
れ
て
い
た
社
会

の
中
で
の
実
践
と
信
御
の
調
和
に
聖
職
者
た
ち
の

意
識
は
集
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
第
三
に
、

多
様
な
問
題
に
対
し
て
こ
の
宗
教
が
、
確
固
た
る

統
一
的
ビ
ジ
ョ
ン
を
必
ず
し
も
提
示
で
き
な
か
っ

た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
教
会
の
公
的

政
策
は
流
動
的
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
家
族
生
活
の
領
域
に
お
い
て
は
、
キ
リ

ス
ト
教
の
出
現
が
古
代
後
期
に
可
視
的
に
多
大
な

影
響
を
及
ぼ
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
は
西
欧
文
明
と
い
う
広
範
な
ス
コ
ー
プ
に
お
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い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
時
を
要

し
た
も
の
の
、
し
か
し
一
度
深
く
根
付
き
抜
き
難

く
存
在
し
た
キ
リ
ス
ト
教
的
思
想
の
種
は
、
ま
さ

に
古
代
後
期
に
こ
そ
蒔
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
と
し

て
、
最
後
を
結
ん
で
い
る
。

　
紹
介
者
の
感
想
を
簡
単
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
家

庭
内
で
の
男
女
の
関
わ
り
あ
い
、
男
女
の
在
り
方

な
ど
に
触
れ
ら
れ
れ
ば
、
本
書
は
よ
り
一
層
興
味

深
い
も
の
に
な
っ
た
か
と
思
う
。
ま
た
第
六
章
で

述
べ
ら
れ
た
教
育
に
お
け
る
母
親
の
役
割
に
つ
い

て
も
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
母
モ
ニ
カ
な
ど
の

関
係
が
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の

よ
う
な
例
を
一
般
化
す
る
こ
と
に
は
、
少
な
か
ら

ず
抵
抗
を
覚
え
る
。
さ
ら
に
そ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教

化
の
問
題
も
か
ら
め
る
と
、
今
後
さ
ら
な
る
研
究

が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
全
体
と
し
て
は
、

社
会
に
お
け
る
何
ら
か
の
変
容
を
説
明
す
る
便
利

な
道
具
と
し
て
「
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
」
が
用
い

ら
れ
が
ち
な
傾
向
に
対
し
、
批
判
的
な
ス
タ
ン
ス

で
執
筆
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
ま
っ

た
く
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
近
年
で
は
、

同
様
の
視
点
か
ら
、
他
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い

る
も
の
も
あ
り
、
新
た
な
始
ま
り
を
感
じ
さ
せ
る

～
冊
で
あ
っ
た
。
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