
従
来
の
日
本
古
代
家
族
史
研
究
は
、
家
族
の
居
住
形
態
を
考
え
る

際
に
夫
方
居
住
か
、
妻
方
居
住
か
と
い
う
婚
姻
居
住
規
制
を
問
題
に

し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
後
述
す
る
よ
う
に
い
ま
だ
学
界
の
統
一
見

解
を
見
る
こ
と
な
く
各
説
入
り
乱
れ
て
の
混
乱
状
況
を
呈
し
て
い

る
。
そ
こ
で
今
一
度
基
本
に
か
え
っ
て
家
族
と
居
住
の
関
係
か
ら
考

え
て
み
よ
う
。

社
会
人
類
学
の
立
場
か
ら
中
根
千
枝
氏
は
家
族
構
成
の
四
要
素
を

（
制
Ｌ
）

以
下
の
よ
う
に
挙
げ
て
い
る
。
㈲
血
縁
（
親
子
・
兄
弟
関
係
）
、
口
食
事

（
台
所
・
か
ま
ど
）
、
白
住
居
（
家
屋
・
部
屋
・
屋
敷
）
、
四
経
済
（
消
費

・
生
産
・
経
営
・
財
産
）
。
こ
の
中
で
共
住
も
家
族
構
造
の
重
要
な
要
素

の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
居
住
様
式
は
、
そ
の
社
会
の
お

か
れ
た
風
土
条
件
・
建
築
様
式
な
ど
に
非
常
に
左
右
さ
れ
る
の
で
、

家
族
の
指
標
と
す
る
に
は
慎
重
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い

は
じ
め
に

〔
論
説
〕平

安
貴
族
の
居
住
形
態

る
。
即
ち
、
一
つ
の
屋
敷
地
に
数
家
族
が
同
居
す
る
こ
と
も
あ
る
の

で
、
家
族
単
位
の
指
標
は
屋
敷
で
は
な
く
屋
敷
内
に
複
数
存
在
す
る

「
寝
食
を
共
に
す
る
」
単
位
に
置
く
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ま
さ
に
平
安
期
の
貴
族
の
居
住
形
態
を
考
え
る
際
に
気
を

付
け
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
平
安
貴
族
が
居
住
し
て
い
た
所

謂
「
寝
殿
造
」
は
、
中
心
と
な
る
寝
殿
に
い
く
つ
か
の
「
対
屋
」
が

あ
り
そ
れ
を
「
渡
殿
」
が
つ
な
ぐ
と
い
う
建
築
様
式
で
あ
り
、
複
数

家
族
の
同
居
が
可
能
で
あ
っ
た
。
一
つ
の
屋
敷
に
一
つ
の
家
族
が
居

住
す
る
の
で
は
な
く
、
複
数
家
族
が
同
居
す
る
こ
と
が
平
安
期
家
族

の
特
質
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
承
な
ら
ず
、
寝
殿
造
建
築
自
体
、
単

な
る
同
居
の
場
で
は
な
く
、
各
対
屋
に
住
む
家
族
相
互
の
独
立
性
と

共
同
性
を
保
障
す
る
構
造
だ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
が
、
平
安
後
期
に
な
る
と
、
後
述
す
る
よ
う
に
対
屋
が
消

滅
し
、
そ
の
代
わ
り
に
小
寝
殿
・
小
御
所
と
い
っ
た
建
物
が
建
て
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
寝
殿
造
り
の
構
造
の
変
化
は
当
時

京
楽
真
帆
子
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日
本
古
代
の
第
宅
の
構
造
は
、
考
古
学
の
発
掘
の
成
果
と
文
献
の

記
録
類
等
か
ら
の
復
元
が
な
さ
れ
て
い
る
。

考
古
学
の
立
場
か
ら
は
、
旧
石
器
時
代
以
降
の
住
居
跡
の
発
掘
と

景
観
の
復
元
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
家
族
史
に
ま
で
踏
承
込
ん
だ
考

察
は
長
く
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
わ
ず
か
に
、
住
居
跡
の
床
面
積
、
集

合
状
況
か
ら
家
族
人
数
、
家
族
関
係
を
類
推
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ

た
。
例
え
ば
、
戸
沢
充
則
氏
は
、
埼
玉
県
砂
川
遺
跡
に
お
い
て
、
三

つ
の
居
住
ブ
ロ
ッ
ク
が
近
接
し
て
お
り
一
群
全
一
一
ツ
ト
）
を
形
成
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
ユ
ニ
ッ
ト
が
一
つ
の
家
族
で
あ
る
と
す
る
と

そ
こ
に
居
住
す
る
の
は
一
○
’
一
○
数
人
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ

（
Ｔ
Ｌ
）

れ
は
世
帯
家
族
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
鈴
木
公
雄
氏
は
縄
文

時
代
の
集
落
の
基
本
形
態
と
し
て
竪
穴
住
居
の
床
面
積
は
二
○
’
三

○
平
方
メ
ー
ト
ル
で
、
こ
の
広
さ
に
居
住
で
き
る
の
は
今
日
の
核
家

の
家
族
構
造
の
変
化
と
ど
う
関
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
近
年
、
家
族
論
と
も
関
わ
る
研
究
が
増
加
し

て
い
る
考
古
学
、
建
築
史
学
の
成
果
を
踏
ま
え
た
上
で
、
比
較
的
史

料
の
豊
富
な
平
安
貴
族
の
居
住
形
態
に
つ
い
て
㈲
第
宅
の
椛
造
、
口

婚
姻
居
住
規
制
、
白
第
宅
の
伝
領
の
三
点
に
つ
い
て
研
究
史
の
整
理

と
問
題
点
の
指
摘
を
行
い
た
い
。

１
第
宅
の
構
造

（
○
色
）

族
型
に
近
い
人
員
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
つ
の

住
居
に
は
今
日
の
単
婚
家
族
に
相
当
す
る
家
族
が
住
承
、
住
居
群
は

そ
れ
ら
の
集
ま
っ
た
世
帯
家
族
で
あ
る
と
す
る
の
が
一
般
的
見
解
で

あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
家
族
人
数
の
算
出
は
関
野
克
氏
の
示

（
ｑ
Ｊ
）

し
た
床
面
積
か
ら
居
住
人
員
数
を
計
算
す
る
方
法
を
応
用
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
人
が
生
活
す
る
の
に
必
要
な
床
面
積
を
三

平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
前
提
に
立
つ
関
野
説
に
対
し
て
、
こ
れ
は
一

つ
の
目
安
に
は
な
る
と
し
て
も
単
な
る
数
字
の
遊
び
に
終
わ
る
危
険

（
４
詮
）

も
あ
る
と
し
、
そ
の
実
証
性
に
疑
問
が
出
さ
れ
て
い
る
。
発
掘
住
居

趾
と
家
族
史
と
を
直
接
結
び
つ
け
る
と
い
う
方
法
に
基
づ
く
研
究
で

は
お
そ
ら
く
こ
れ
が
限
界
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
考
古
学
に
お
い
て
近
年
奈
良
・
平
安
期
の
貴
族
の
邸
宅
跡

の
発
掘
成
果
が
増
加
し
て
い
る
。
邸
宅
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
る
も

の
は
少
な
い
が
、
第
宅
構
造
の
大
ま
か
な
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
は
で

（
貝
Ｊ
）

き
る
。
藤
原
京
右
京
七
条
一
坊
西
南
坪
の
例
で
は
、
掘
立
杵
塀
で
囲

ま
れ
た
区
画
の
中
に
、
正
殿
・
東
西
脇
殿
・
後
殿
が
配
置
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
平
城
京
左
京
三
条
二
坊
六
坪
の
例
で
は
、
中
央
に
池
が

あ
る
。
さ
ら
に
、
平
安
京
右
京
一
条
三
坊
九
坪
の
例
で
は
、
南
側
に

空
地
が
あ
り
、
正
殿
・
後
殿
・
東
西
に
二
つ
ず
つ
の
脇
殿
が
あ
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
、
渡
殿
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
建
物
配
置
か
ら
寝
殿

造
の
前
段
階
の
貴
族
屋
敷
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
発
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掘
成
果
は
文
献
史
料
の
空
白
部
分
を
埋
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
建
物

配
置
を
本
稿
が
取
り
上
げ
て
い
る
家
族
居
住
の
問
題
と
直
接
結
び
付

け
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
の
点
、
多
数
の
木
簡
の
出
土
を
と
も
な
っ
た
長
屋
王
邸
発
掘

は
、
住
居
趾
と
文
字
史
料
が
同
じ
区
画
内
か
ら
発
見
さ
れ
た
こ
と
で

大
い
に
関
心
が
も
た
れ
て
い
る
。
長
屋
王
は
勿
論
の
こ
と
、
そ
の
夫

人
吉
備
内
親
王
等
長
屋
王
に
関
係
の
あ
る
人
々
の
名
前
が
木
簡
に
記

（
６
）

載
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
木
簡
に
名
前
が
あ
る
か
ら
と
い
っ

て
、
そ
の
人
物
が
そ
の
屋
敷
に
居
住
し
て
い
た
と
い
う
証
拠
に
は
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
現
在
、
長
屋
王
家
の
家
政
機
関
が
徐
々
に
解
明

さ
れ
て
き
て
い
る
段
階
で
あ
り
、
今
後
の
王
の
家
族
の
分
析
が
注
目

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
方
、
建
築
史
学
の
関
心
は
、
平
安
期
の
寝
殿
造
の
榊
造
解
明
か

ら
出
発
し
て
い
る
。
考
古
学
の
発
掘
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
文
献
の
記

録
類
、
絵
巻
物
を
使
っ
て
藤
原
摂
関
家
の
東
三
条
第
な
ど
著
名
な
邸

宅
の
個
別
的
景
観
復
元
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
集
大
成
の
一
つ

（
庁
Ｉ
）

が
、
太
田
静
六
氏
の
『
寝
殿
造
の
研
究
』
で
あ
る
。
太
田
氏
は
、
寝

殿
造
の
起
源
を
中
国
の
四
合
院
建
築
に
承
、
左
右
対
称
形
の
配
置
等
、

共
通
の
特
色
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
瓦
葺
か
ら
棺
皮
葺
へ
、
個

室
式
か
ら
大
部
屋
式
へ
と
い
っ
た
和
様
化
を
経
て
、
平
安
前
期
、
ま

ず
皇
室
関
係
の
離
宮
に
導
入
さ
れ
、
村
上
朝
以
降
、
藤
原
氏
等
貴
族

一
般
の
邸
宅
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
建
築
史
学
界
で
は
お
お
よ
そ
認
め
ら
れ
て
い
る
考
え
方
の

よ
う
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
。
太
田
氏
の
み
な
ら

ず
、
従
来
の
建
築
史
研
究
者
は
、
平
安
貴
族
の
邸
宅
た
る
寝
殿
造
を

（
○
Ｏ
）

儀
式
の
場
と
し
て
の
承
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
は
建
築
様
式
を
分
析
で

き
る
史
料
が
儀
式
の
記
述
に
多
く
表
れ
る
こ
と
が
最
大
の
要
因
で
あ

り
、
さ
ら
に
摂
関
政
治
を
私
邸
に
お
け
る
政
治
と
考
え
る
風
潮
に
乗

り
、
里
内
裏
で
の
公
的
儀
式
を
強
調
し
、
そ
の
特
殊
性
を
考
慮
し
な

か
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
文
献
史
学
で
は
、
土
田
直
鎮
氏
の

「
平
安
時
代
の
政
務
と
儀
式
」
以
来
、
摂
関
政
治
の
私
的
要
素
を
認

（
９
）

め
る
主
張
は
否
定
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
建
築
史
学
に
は
寝
殿

造
建
築
を
貴
族
の
生
活
の
場
と
し
て
捉
え
る
視
点
が
希
薄
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
寝
殿
造
以
前
の
奈
良
時
代
の
代
表
的
建
築
を
政
治
の
場
で

（
、
）

あ
る
内
裏
正
殿
等
に
求
め
る
の
で
あ
る
が
、
生
活
空
間
と
し
て
の
居

住
建
築
の
視
点
か
ら
古
代
史
を
再
検
討
す
る
と
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う

か
。

こ
こ
で
寝
殿
造
の
居
住
空
間
と
し
て
の
特
徴
を
考
え
て
み
る
と
、

先
述
し
た
よ
う
に
一
つ
の
正
殿
、
即
ち
寝
殿
と
複
数
の
対
屋
に
家
族

が
別
女
に
住
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
実
際
、
当
時
の

貴
族
達
が
ど
の
様
に
家
族
に
よ
る
住
み
わ
け
を
し
て
い
た
の
か
明
確

な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
平
安
中
期
、
藤
原
実
資
の
小
野
宮
第
を
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見
て
承
る
と
、
本
第
の
東
対
は
娘
千
古
の
居
所
で
、
の
ち
惟
正
娘
所

生
の
女
児
が
住
む
よ
う
に
な
り
、
北
対
に
は
養
子
達
が
住
み
、
東
町

に
は
家
人
が
住
ん
で
い
た
。
ま
た
、
北
宅
は
養
子
資
平
に
譲
ら
れ
、

西
宅
よ
は
姉
の
尼
君
が
室
町
殿
か
ら
移
り
住
承
、
の
ち
千
古
夫
婦
が

（
ｕ
）

住
む
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
実
資
家
族
は
小
野
宮
第
内
の
そ

れ
ぞ
れ
の
建
物
に
住
ん
で
お
り
、
こ
れ
を
鷲
見
等
曜
氏
は
「
屋
敷
地

（
妃
）

共
住
集
団
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
、
資
平
の
子
藤
原
資
房
は
妻
の

父
源
経
相
と
同
居
し
て
い
た
が
、
資
房
家
族
は
東
対
に
住
ん
で
い
た

（
過
）

よ
う
で
あ
る
。
こ
の
様
に
寝
殿
に
は
そ
の
家
の
主
人
家
族
が
住
承
、

対
屋
に
娘
家
族
が
住
む
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、

こ
の
居
住
構
造
に
変
化
が
生
じ
た
の
は
平
安
末
期
で
あ
る
。
そ
の
要

因
は
小
寝
殿
の
成
立
で
あ
っ
た
。

小
寝
殿
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
寝
殿
造
の
左
右
対
称
形
か
ら
非
対

称
形
へ
の
描
造
上
の
変
化
の
表
れ
の
一
つ
と
し
て
従
来
か
ら
注
目
さ

（
ｕ
）

れ
て
き
た
。
こ
れ
を
家
族
構
造
の
変
化
と
関
連
さ
せ
て
考
え
た
の
が

（
過
）

平
井
聖
氏
で
あ
る
。
平
井
氏
は
寝
殿
造
建
築
を
儀
式
の
場
の
承
な
ら

ず
貴
族
の
生
活
の
場
と
し
て
と
ら
え
、
小
寝
殿
は
貴
族
の
日
常
生
活

の
場
と
し
て
の
性
格
を
よ
り
強
め
た
建
物
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し

て
、
鎌
倉
期
以
降
将
軍
御
所
に
次
代
将
軍
が
住
む
小
御
所
が
あ
っ
た

こ
と
、
当
時
小
寝
殿
と
小
御
所
と
は
同
じ
建
物
を
さ
す
言
葉
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
小
寝
殿
は
娘
夫
婦
の
住
ま
い
と
な
っ
た
対
屋
と
は
違

っ
て
息
子
夫
婦
の
住
ま
い
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
し
、
さ
ら
に
こ

の
背
景
に
婿
取
り
婚
か
ら
嫁
取
り
婚
へ
の
婚
姻
形
態
の
変
化
が
あ
っ

た
と
し
て
い
る
。
鎌
倉
期
以
降
の
武
家
の
用
例
を
も
っ
て
平
安
末
期

の
実
態
を
考
え
る
の
は
分
析
方
法
上
問
題
で
あ
り
、
当
該
期
史
料
を

使
っ
て
の
実
証
が
必
要
で
あ
る
が
、
建
築
史
学
に
お
い
て
家
族
史
へ

の
接
近
が
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
藤
田
勝
也

（
略
）

氏
は
、
小
寝
殿
を
次
の
三
類
型
に
分
け
て
い
る
。
㈲
東
西
に
く
し
・

ヶ
と
機
能
分
化
さ
れ
た
邸
宅
に
お
い
て
ヶ
向
き
の
対
屋
に
代
わ
っ
て

設
け
ら
れ
る
小
寝
殿
（
二
世
紀
中
期
ｌ
）
、
ロ
大
儀
式
の
挙
行
を
想

定
し
て
い
な
い
よ
う
な
私
的
性
格
の
色
濃
い
邸
宅
に
設
け
ら
れ
る
小

寝
殿
（
二
世
紀
後
期
ｌ
）
、
白
寝
殿
・
対
屋
等
の
中
心
と
な
る
殿
舎

群
か
ら
離
れ
て
設
け
ら
れ
る
小
寝
殿
（
二
世
紀
末
’
一
二
世
紀
前
期
）
。

こ
れ
ら
は
時
代
を
お
っ
て
寝
殿
か
ら
の
独
立
性
を
高
め
て
お
り
、
同

じ
邸
宅
内
に
居
住
し
な
が
ら
様
々
な
理
由
で
共
住
す
る
こ
と
を
回
避

す
る
た
め
に
採
ら
れ
た
一
手
法
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
藤
田
氏
は
こ

れ
を
家
族
構
造
の
変
化
と
結
び
付
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
平
井

氏
の
論
と
関
連
さ
せ
る
と
、
小
家
族
の
自
立
過
程
が
屋
敷
構
造
に
表

れ
る
よ
う
で
興
味
深
い
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
建
築
史
学
の
研
究
成
果
に
よ
れ
ば
、
平
安

末
期
の
寝
殿
造
建
築
に
お
け
る
対
屋
の
消
滅
と
小
寝
殿
の
成
立
は
、

平
安
中
期
ま
で
の
家
族
構
造
に
変
化
が
起
き
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
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あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
文
献
史
学
の
立
場
か
ら
は
大
家
族
と
し
て
の
合
同
家
族
の

解
体
と
、
「
家
」
の
単
独
継
承
の
成
立
が
平
安
末
期
に
起
こ
っ
た
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
即
ち
、
貴
族
社
会
に
お
い
て
、
中

世
前
期
に
承
ら
れ
る
家
職
・
家
業
の
成
立
に
よ
る
父
系
直
系
家
族
た

（
Ⅳ
）

る
「
家
」
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
文
献
史
学
の
成
果
と
先
述

し
た
建
築
史
学
の
成
果
は
対
応
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、
複
数
の
家
族
居
住
区
と
そ
の
統
合
体
が
一
つ
の
屋
敷
を
形

成
す
る
点
で
は
、
考
古
学
が
明
ら
か
に
し
た
竪
穴
住
居
群
の
あ
り
方

と
寝
殿
造
と
の
間
に
は
構
造
上
大
差
な
い
と
い
え
る
。
即
ち
、
旧
石

器
時
代
か
ら
平
安
中
期
ま
で
、
小
家
族
が
住
む
独
立
、
ま
た
は
半
独

立
家
屋
が
複
数
集
ま
っ
て
一
つ
の
大
家
族
、
合
同
家
族
が
居
住
す
る

屋
敷
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
屋
敷
構
造
は
古
代
を
通
じ

て
一
貫
し
て
い
る
。
し
か
し
、
平
安
末
期
以
降
の
婿
取
婚
か
ら
嫁
取

婚
へ
の
移
行
、
「
小
家
族
」
の
自
立
と
父
系
直
系
家
族
と
し
て
の

「
家
」
の
成
立
、
所
謂
家
父
長
制
家
族
の
成
立
に
よ
っ
て
、
貴
族
の

屋
敷
構
造
は
変
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
大
家
族

そ
の
も
も
の
の
機
能
を
一
貫
し
て
積
極
的
に
評
価
す
る
も
の
で
は
な

く
、
古
代
に
お
け
る
共
同
体
規
制
の
存
在
及
び
小
家
族
の
非
自
立
性

を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
そ
こ
で
、
さ
ら
に
問
題
と
な
る
の
は

合
同
家
族
の
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
に
古
代
家
族
史
の
画
期
を
見
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
婚
姻
居
住
規
制
と
関
連
し

て
次
節
で
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

婚
姻
居
住
規
制
は
、
古
代
家
族
史
研
究
で
最
も
関
心
が
も
た
れ
て

い
る
論
点
の
一
つ
で
あ
る
。
従
来
、
平
安
期
の
婚
姻
居
住
は
家
族
そ

の
も
の
の
構
造
と
結
び
付
け
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
点
に
つ
い

（
１
Ｌ
）

て
、
関
口
裕
子
氏
等
多
く
の
人
々
が
研
究
史
の
整
理
を
行
っ
て
い
る

が
、
現
在
次
の
三
説
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
一
）
夫
方
居
住
Ⅱ
父
系
家
族
説
こ
れ
は
戸
籍
計
帳
を
主
な

史
料
と
し
、
戸
実
態
説
を
採
る
も
の
で
石
母
田
正
、
吉
田
晶
両
氏
が

（
り
凸
）

主
な
論
者
で
あ
る
。
八
世
紀
か
ら
経
営
単
位
と
し
て
の
家
父
長
制
家

族
が
父
系
二
世
代
同
居
で
成
立
し
、
父
系
的
夫
方
居
住
を
行
う
と
す

る
。
こ
れ
は
、
村
落
に
お
け
る
古
代
的
共
同
体
の
構
造
を
解
明
す
る

目
的
が
主
で
、
家
族
構
造
そ
の
も
の
は
深
く
分
析
し
て
い
な
い
。
ま

た
、
使
用
史
料
の
性
格
の
た
め
、
対
象
と
す
る
時
代
は
奈
良
時
代
が

主
で
、
平
安
時
代
へ
の
展
望
が
な
い
。
対
象
階
層
も
庶
民
・
豪
族
層

で
あ
り
、
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
貴
族
層
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ

て
い
な
い
の
が
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

ま
た
、
春
成
秀
爾
氏
等
考
古
学
の
立
場
か
ら
も
集
落
、
埋
葬
、
抜

歯
を
婚
姻
居
住
規
制
と
関
連
づ
け
、
夫
方
居
住
を
証
明
す
る
研
究
が

２
婚
姻
居
住
規
制
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（
Ｑ
Ｊ
）

行
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
点
か
ら
注
目
さ
れ
る
の
が
都
出
比

（
４
）

呂
志
氏
の
一
連
の
研
究
で
あ
る
。
都
出
氏
は
考
古
学
に
人
類
学
的
方

（
兵
ｕ
）

法
を
導
入
す
る
道
を
と
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
発
掘
成
果
を
使
用
す
る

考
古
学
本
来
の
分
析
方
法
で
古
代
家
族
を
考
え
た
。

都
出
氏
は
、
弥
生
土
器
の
分
布
か
ら
婚
姻
居
住
形
態
を
考
え
て
い

（
虞
Ｕ
）

る
。
土
器
製
作
は
女
性
の
仕
事
で
あ
る
こ
と
を
大
前
提
に
、
畿
内
に

お
い
て
土
器
文
様
等
相
互
に
技
術
交
流
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
上
で
、
か
か
る
状
況
は
土
器
製
作
者
た
る
女
性
が
移
動
し
な
け
れ

ば
生
じ
に
く
い
と
し
て
い
る
。
即
ち
、
夫
方
居
住
か
、
ま
た
は
夫
方

妻
方
ど
ち
ら
か
に
住
む
選
択
居
住
婚
で
あ
る
こ
と
、
言
い
換
え
る

と
、
こ
の
技
術
交
流
の
激
し
さ
は
厳
格
な
妻
方
居
住
制
で
は
起
こ
り

に
く
い
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。
都
出
説
に
は
、
文
献
史
学
の
立
場

（
”
ｆ
）

か
ら
い
く
つ
か
の
疑
問
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
文
献
史
料
が
限
ら
れ

て
い
る
古
代
家
族
史
へ
の
挑
戦
を
始
め
た
考
古
学
の
成
果
と
い
か
に

対
時
し
て
い
く
か
が
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。

（
二
）
妻
方
居
住
Ⅱ
母
系
家
族
説
こ
れ
は
商
群
逸
枝
氏
が
提

（
０
．
）
（
ｎ
Ｊ
）

唱
し
、
関
口
氏
が
継
承
し
て
い
る
。
高
群
氏
は
戸
籍
計
帳
の
承
な
ら

ず
平
安
期
の
貴
族
の
日
記
を
も
史
料
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
高

群
説
を
批
判
的
に
継
承
し
た
関
口
説
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
関
口
氏

は
家
族
を
「
所
有
・
経
営
」
面
、
即
ち
本
質
的
家
族
と
、
「
共
住
共

食
」
面
、
即
ち
具
体
的
形
態
と
に
分
け
て
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、

後
者
に
関
し
て
は
、
新
処
居
住
婚
と
、
妻
方
居
住
を
経
た
新
処
居
住

の
並
立
を
考
え
、
は
じ
め
か
ら
の
夫
婦
家
族
と
、
母
系
合
同
な
い
し

直
系
家
族
を
経
た
夫
婦
家
族
の
並
存
を
指
摘
し
て
い
る
。
関
口
説

は
、
か
た
く
な
に
母
系
家
族
と
妻
方
居
住
を
主
張
し
た
高
群
説
よ
り

か
な
り
柔
軟
に
な
り
、
階
層
に
よ
っ
て
も
居
住
形
態
が
異
な
る
こ
と

を
認
め
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

（
三
）
夫
方
、
妻
方
、
新
処
居
住
Ⅱ
双
系
家
族
説
こ
れ
は
文

化
人
類
学
の
成
果
を
取
り
入
れ
、
日
本
古
代
家
族
史
に
応
用
し
た
も

の
で
あ
る
。
鷲
見
等
曜
氏
は
、
高
群
氏
の
取
り
上
げ
て
い
な
い
史
料

を
も
分
析
し
、
夫
方
妻
方
双
方
の
居
住
形
態
が
混
在
し
て
い
る
こ
と

（
皿
）

を
示
し
た
。
そ
し
て
そ
の
背
景
に
は
、
双
方
的
親
族
集
団
が
存
在
す

る
と
し
て
い
る
。
こ
の
説
に
対
し
て
、
服
藤
早
苗
氏
は
、
（
二
）
を
支

持
す
る
立
場
か
ら
、
婚
姻
居
住
の
概
念
の
整
理
を
行
い
、
夫
提
供
家

屋
で
の
居
住
と
夫
の
父
母
と
同
居
す
る
居
住
と
を
明
確
に
区
別
す
る

（
ｕ
）

べ
き
だ
と
批
判
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
各
方
面
か
ら
の
分
析
が
深
ま
る
と
共
に
、
従
来

の
よ
う
に
夫
方
居
住
ま
た
は
妻
方
居
住
ど
ち
ら
か
の
み
を
主
張
す
る

の
は
困
難
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
史
料
上
か
ら

は
、
夫
方
も
妻
方
も
読
承
取
れ
る
の
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
は
、
夫

方
妻
方
の
双
方
が
史
料
に
表
れ
る
か
ら
双
系
家
族
だ
と
単
純
に
考
え

る
の
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
が
よ
り
本
質
的
で
あ
る
か
を
論
理
的
に
明
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ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
よ
り
大
き
な
課
題
は
、
新
処
居
住
は
別
と
し
て
、
夫
方
に

し
る
妻
方
に
し
る
他
の
家
族
と
の
同
居
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ

の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
は
こ
の
点
に
関

し
て
、
非
貴
族
層
に
つ
い
て
在
地
共
同
体
規
制
と
の
関
連
で
考
え
る

こ
と
は
あ
っ
て
も
、
貴
族
層
に
つ
い
て
は
問
題
に
し
て
こ
ず
、
妻
方

居
住
の
場
合
、
夫
の
生
活
面
は
妻
方
家
族
が
面
倒
を
み
た
こ
と
を
述

べ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
貴
族
層
の
同
居
の
内
容
に
つ
い
て
服
藤
氏
が

（
⑫
）

『
春
記
』
を
史
料
と
し
て
若
干
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
が
、
も
う
す

こ
し
詳
し
く
ゑ
て
い
こ
う
。

源
頼
光
Ｉ
女
子
稜
ま
藤
原
資
房
の
居
住
形
態
を
考
え
る

一
一
ｌ
経
宗
に
は
、
彼
の
日
記
『
春
記
』
を
分
析

図
源
時
中
ｌ
経
相
１
１
経
季
す
る
の
が
最
も
有
効
な
手
段
で
あ

系
ｌ
女
子
り
、
特
に
長
暦
三
（
一
○
三
九
）
年

藤
原
実
資
ｌ
涜
平
ｌ
資
房
一
○
月
の
一
連
の
記
事
は
彼
の
交
際

関
係
が
わ
か
っ
て
興
味
深
い
。
彼
が
妻
の
父
源
経
相
宅
の
東
対
に
住

ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
先
述
し
た
。
こ
の
時
期
、
経
相
は
病
気

に
か
か
り
、
一
○
月
七
日
に
死
亡
す
る
の
で
あ
る
が
、
資
房
は
彼
の

病
状
に
関
心
を
示
し
、
こ
と
細
か
く
日
記
に
記
し
て
い
る
。
経
相
は

晩
年
後
妻
と
共
に
暮
ら
し
て
い
る
が
、
こ
の
後
妻
が
「
凶
悪
人
」
で

あ
り
、
経
相
死
後
は
そ
の
遺
産
を
独
占
し
、
子
孫
に
分
け
与
え
な
い

（
過
）

で
あ
ろ
う
と
資
房
は
予
想
し
て
い
る
。
実
際
、
経
相
の
息
子
（
資
房

の
妻
の
兄
弟
）
経
季
は
父
を
諫
め
た
の
で
あ
る
が
、
勘
当
さ
れ
て
し
ま

（
ｕ
）

っ
た
。
経
相
の
家
族
は
後
妻
の
た
め
に
動
揺
し
て
お
り
、
資
房
も
彼

ら
の
相
談
に
の
っ
て
い
る
。

経
宗
・
経
季
が
経
相
宅
に
同
居
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ

る
が
、
資
房
と
密
に
連
絡
を
取
り
合
っ
て
い
る
。
資
房
に
と
っ
て
舅

経
相
は
十
八
年
間
「
衣
食
等
雑
事
」
の
面
倒
を
み
て
も
ら
い
、
「
不

（
喝
）

異
父
子
」
関
係
で
あ
っ
た
。
そ
の
危
篤
に
際
し
て
は
、
大
い
に
悲
し

（
坊
）

承
出
家
を
勧
め
て
い
る
。
ま
た
、
経
相
ゆ
か
り
の
者
と
し
て
彼
ら

（
Ⅳ
）

二
門
」
の
行
く
末
を
案
じ
、
協
力
し
て
後
妻
に
対
時
し
、
抵
抗
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
妻
方
家
族
と
の
密
接
な

経
済
的
・
心
理
的
関
係
は
『
小
右
記
』
等
の
他
史
料
に
も
ゑ
え
る
こ

と
で
あ
り
、
妻
方
居
住
を
し
て
い
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
経
営
面
で
は
別
で
あ
る
。
資
房
の
財
産
は
経
相
家
族
の

財
産
と
は
全
く
別
個
の
も
の
で
あ
り
、
同
居
で
も
別
財
で
あ
っ
た
。

（
肥
）

ま
た
、
資
房
の
私
的
家
人
は
経
相
と
無
関
係
に
行
動
し
て
い
る
。
最

も
注
目
す
べ
き
点
は
資
房
と
実
父
資
平
と
の
関
係
で
あ
ろ
う
。
資
房

は
経
相
の
死
稜
を
避
け
る
た
め
そ
の
死
の
直
前
に
、
以
前
か
ら
「
衣

帯
具
丼
衣
装
」
を
運
ん
で
お
い
た
父
資
平
宅
へ
自
身
移
動
し
て
い

（
四
）

る
。
こ
れ
は
自
分
が
蔵
人
頭
の
重
職
に
つ
い
て
い
る
の
で
、
死
機
に

触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
職
務
に
支
証
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
の
判

－73－



こ
れ
は
貴
族
特
有
の
現
象
で
あ
り
、
他
階
層
に
ま
で
こ
の
考
え
方

を
及
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
古
代
、
特
に
平
安
中
期
以
降
の
家

族
の
同
居
を
過
大
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た

で
あ
ろ
う
。
古
代
家
族
史
も
貴
族
社
会
全
体
の
流
れ
の
中
に
自
己
の

位
置
づ
け
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

生
産
の
不
安
定
さ
等
に
よ
り
経
営
単
位
と
し
て
も
機
能
し
た
で
あ

ろ
う
古
墳
時
代
以
前
の
同
合
家
族
と
、
父
子
関
係
が
よ
り
重
要
視
さ

れ
て
い
く
平
安
期
の
合
同
家
族
と
は
、
同
じ
く
同
居
と
い
う
居
住
形

態
を
と
っ
て
は
い
て
も
、
そ
の
意
義
に
か
な
り
差
異
が
あ
る
の
で
あ

断
を
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
普
段
か
ら
資
房
は
父
資
平
と
の
関

係
を
密
に
し
、
上
級
貴
族
と
し
て
の
知
識
を
父
か
ら
得
て
い
た
。
別

居
と
い
え
ど
も
実
の
父
子
の
も
つ
意
味
は
貴
族
社
会
に
お
い
て
重
要

で
あ
っ
た
。
子
は
父
ま
た
祖
父
の
蔭
を
う
け
て
位
を
与
え
ら
れ
る
と

い
う
律
令
に
お
け
る
蔭
位
の
制
が
あ
り
、
九
世
紀
以
降
、
日
常
の
政

務
が
儀
式
と
し
て
整
備
さ
れ
て
か
ら
は
、
先
例
が
重
視
さ
れ
、
先
例

を
知
る
こ
と
こ
そ
が
貴
族
必
須
の
教
養
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

知
識
の
伝
授
は
貴
族
と
し
て
の
地
位
を
継
承
す
る
実
の
父
か
ら
子
へ

と
な
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
上
級
貴
族
同
士
の
婚
姻
な

ら
い
ざ
知
ら
ず
、
資
房
の
場
合
、
上
級
貴
族
で
あ
る
彼
に
、
受
領
に

す
ぎ
な
か
っ
た
経
相
が
伝
え
る
べ
き
知
識
は
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

条

一
ｌ
順
子
②

伽
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か

系

（
訂
Ｌ
）

０
に
さ
れ
て
い
る
。
枇
杷

仁
明
天
皇

く
殿
は
比
較
的
史
料
に
恵

ま
れ
て
お
り
、
九
世
紀
後
期
か
ら
一
○
世
紀
前
期
に
か
け
て
、
長
良

か
ら
息
子
基
経
、
仲
平
へ
と
父
子
伝
領
が
な
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
一
○
世
紀
後
期
か
ら
は
、
仲
平
の
娘
婿
藤
原
敦
忠
、
さ
ら
に
そ
の

ノ

ー
時
平
賄
つ
い
て
は
、
創
建
者
た

①

藤
原
冬
嗣
ｌ
良
房
１
基
経
、
｜
Ｉ
忠
刊
押
譲
Ⅷ
職
Ⅷ
Ⅷ
慨
細

２図

前
節
で
示
し
た
よ
う
に
、
平
安
期
の
屋
敷
地
は
複
数
家
族
の
居
住

地
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ど
の
様
に
伝
領
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま

ず
、
個
別
の
屋
敷
に
つ
い
て
ゑ
て
い
こ
う
。

る
。

婚
姻
居
住
も
こ
の
点
か
ら
再
検
討
し
て
承
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
即

ち
単
に
夫
方
、
妻
方
、
新
処
居
住
の
存
在
を
指
摘
す
る
の
で
は
な

く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
の
貴
族
層
内
で
の
位
置
づ
け
を
行
っ
た
上

で
、
生
活
面
、
経
済
面
双
方
で
の
同
居
の
も
つ
意
義
を
分
析
し
て
い

く
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

３
第
宅
の
伝
領

藤
原
氏
の
五
条
第
に
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娘
婿
源
延
光
、
そ
の
娘
婿
藤
原
済
時
へ
と
伝
領
さ
れ
て
い
る
。
明
ら

（
旬
乙
）

か
に
、
伝
領
形
態
に
変
化
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
高
群
氏
は
、
前
者
を
氏
人
へ
の
伝
領
、
後
者
を
娘
へ
の
伝
領
と

し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
婚
姻
形
態
を
「
前
婿
取
り
婚
期
」
、
「
招

（
。
Ｊ
）

婿
婚
期
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
父
子
伝
領
を
氏
に
規
定

さ
れ
た
伝
領
と
す
る
証
明
に
欠
け
、
論
理
の
飛
躍
を
伴
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
史
料
上
こ
れ
ら
の
息
子
達
、
娘
夫
婦
が
居
住
し
て
い
た
こ

と
が
証
明
さ
れ
る
だ
け
で
、
父
か
ら
娘
婿
へ
「
伝
領
」
さ
れ
た
こ
と

が
明
ら
か
な
わ
け
で
は
な
い
。
平
安
期
の
屋
敷
地
伝
領
形
態
を
示
す

史
料
が
少
な
い
た
め
断
言
は
で
き
な
い
が
、
枇
杷
殿
を
承
る
限
り
、

父
か
ら
息
子
へ
の
伝
領
か
ら
父
娘
伝
領
へ
と
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
が

認
め
ら
れ
よ
う
。

こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
一
般
化
し
て
、
高
群
氏
は
平
安
期
の
居
住
伝

領
に
は
二
つ
の
原
則
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
一
つ
は
氏
人
へ
の
伝
領

⑤

醍
醐
天
皇
１
代
明
親
王
ｌ
源
延
光

⑥

④

３
１
時
平
ｌ
敦
忠
ｌ
女
子

一
馴
ｌ
女
子⑤

①
②

図
藤
原
長
良
ｌ
蓋
ｌ
③

系
ｌ
仲
平
ｌ
李

忠
平

｜ ｜
師師
尹輔

済－＝
時⑥

(①…⑥批把第伝領の順序）

で
、
大
局
的
に
は
氏
に
管
理
権
が
あ
る
も
の
、
も
う
一
つ
は
父
か
ら

娘
へ
の
伝
領
で
、
そ
こ
に
婿
を
迎
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
娘
に
伝
わ
る

（
４
）

も
の
の
二
つ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
鷲
見
氏
は
、
父
子
第
宅
伝

領
の
実
例
が
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
批
判
し
て
い
る
が
、
摂
関
期
以
降

（
５
）

は
娘
へ
の
伝
領
が
増
加
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
た
し
か
に
、
平

安
期
の
屋
敷
地
伝
領
が
高
群
氏
の
言
う
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
女
子
に
は
男
子
の
よ
う
な
自
活
の

道
が
な
い
た
め
、
父
が
娘
の
生
活
保
障
の
た
め
に
家
屋
敷
等
の
財
産

を
処
分
す
る
の
だ
、
と
す
る
点
に
関
し
て
は
納
得
が
い
か
な
い
。
鷲

見
氏
は
、
伝
領
、
所
有
、
居
住
を
区
別
す
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る

が
、
一
般
的
に
考
え
て
、
買
得
な
ど
を
除
け
ば
こ
れ
ら
は
相
互
に
関

連
を
も
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、
義
江
彰
夫
氏
は
「
摂
関
家
領
相
続
の
研
究
序
説
」
に
お
い

て
、
中
世
史
の
立
場
か
ら
、
直
接
屋
敷
地
伝
領
に
つ
い
て
は
触
れ
て

い
な
い
も
の
の
、
「
家
領
」
、
即
ち
所
領
の
伝
領
に
つ
い
て
分
析
し
、

（
侭
Ｕ
）

結
論
と
し
て
「
家
地
一
も
大
差
な
か
ろ
う
と
し
て
い
る
。
即
ち
、
一

二
世
紀
か
ら
一
三
世
紀
に
相
続
の
変
質
を
認
め
、
そ
の
特
質
と
し
て

父
側
か
ら
女
子
へ
の
処
分
量
の
減
少
と
一
期
知
行
の
確
立
、
家
長
者

の
伝
領
家
領
の
増
大
と
権
限
の
拡
大
等
を
挙
げ
て
い
る
。
義
江
説

は
、
家
領
伝
領
に
つ
い
て
は
多
く
の
史
料
を
挙
げ
て
実
証
し
て
い
る

が
、
娘
が
婿
を
迎
え
て
居
住
し
て
い
た
屋
敷
地
に
つ
い
て
も
同
様
と
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考
え
る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

繰
り
返
す
よ
う
だ
が
、
伝
領
の
問
題
も
当
該
期
の
婚
姻
形
態
・
家

族
形
態
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
に
異
論
は
あ
る
ま
い
。

（
ケ
ー
）

さ
ら
に
そ
こ
に
は
女
子
の
財
産
権
の
問
題
も
絡
ん
で
く
る
。
ま
た
、

一
人
の
貴
族
が
複
数
の
家
を
所
有
す
る
こ
と
も
多
い
。
こ
れ
ら
複
雑

な
要
因
を
整
理
し
て
論
を
立
て
る
こ
と
が
ま
ず
必
要
で
あ
ろ
う
。

以
上
三
点
に
わ
た
っ
て
平
安
期
の
貴
族
の
居
住
形
態
に
つ
い
て
述

べ
て
き
た
。
論
じ
残
し
た
点
も
少
な
く
な
く
、
ま
た
著
者
の
非
力

故
、
先
学
を
曲
解
し
て
い
る
こ
と
を
恐
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
現
段

階
で
の
研
究
史
の
整
理
と
問
題
点
の
指
摘
は
お
お
よ
そ
な
し
え
た
と

思
う
。考

古
学
や
建
築
史
学
の
家
族
史
へ
の
近
年
の
接
近
を
思
う
と
、
文

献
史
学
に
基
づ
く
家
族
史
研
究
は
、
現
在
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
て

い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
近
年
に
な
っ
て
、
文
化
人
類
学
の
成

果
を
取
り
入
れ
た
研
究
も
な
さ
れ
て
き
た
が
、
安
易
に
隣
接
諸
科
学

の
成
果
を
取
り
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
文
献
史
学
と
し
て
少
な
い
残

存
史
料
を
駆
使
し
て
ど
の
様
に
理
論
を
整
理
し
て
ゆ
く
か
が
今
後
の

大
き
な
課
題
で
あ
る
。
古
代
家
族
史
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
高
群

説
ほ
ど
単
純
に
史
料
解
釈
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か

お
わ
り
に

し
、
そ
の
細
か
い
史
料
解
釈
の
誤
り
を
指
摘
す
る
鷲
見
説
は
い
た
ず

ら
に
論
を
混
乱
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
高
群
説
を
鵜
呑
み
に
し
て
き

た
従
来
の
家
族
史
に
対
す
る
批
判
は
も
っ
と
も
で
あ
る
が
、
こ
れ
も

史
料
に
即
し
た
実
証
を
重
ね
、
よ
り
柔
軟
に
論
を
展
開
し
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
。

日
本
古
代
家
族
史
研
究
に
は
、
膨
大
な
蓄
積
が
あ
る
と
は
い
え
、

確
か
な
実
証
に
基
づ
く
分
析
が
な
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
そ
れ
ほ
ど
古

く
は
な
い
。
今
後
も
多
角
的
な
分
析
が
蓄
積
さ
れ
、
高
群
理
論
に
代

わ
る
新
た
な
家
族
像
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ

ス
ゼ
０

註は
じ
め
に

（
１
）
中
根
千
枝
『
家
族
の
構
造
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
○
年
）
。

１
第
宅
の
構
造

（
１
）
戸
沢
充
則
「
日
本
の
旧
石
器
時
代
」
（
『
講
座
日
本
歴
史
こ
、
東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
）
。

（
２
）
鈴
木
公
雄
「
日
本
の
新
石
器
時
代
」
（
同
右
書
）
。
ま
た
、
都
出
比

呂
志
「
腱
耕
社
会
の
形
成
」
（
同
右
書
）
も
、
竪
穴
住
居
の
一
棟
は
特

殊
な
用
途
の
も
の
を
除
け
ば
炊
飯
や
共
食
と
い
う
最
も
基
本
的
な
消
費

生
活
を
通
じ
て
結
ば
れ
た
一
世
帯
の
住
居
と
し
て
の
独
立
性
を
も
っ
て

い
る
と
し
て
い
る
。
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（
３
）
関
野
克
「
埼
玉
県
福
岡
村
縄
文
前
期
住
居
並
と
竪
穴
住
居
の
系
統

に
つ
い
て
」
（
『
人
類
学
雑
誌
』
五
三
’
八
、
一
九
三
八
年
）
。

（
４
）
水
野
正
好
縄
「
文
時
代
集
落
復
原
の
た
め
の
基
礎
的
操
作
」
（
『
古

代
文
化
』
二
一
’
三
・
四
、
一
九
六
九
年
）
、
林
謙
作
「
住
居
面
積
か

ら
判
る
こ
と
」
（
『
信
淡
』
三
三
’
四
、
一
九
八
一
年
）
。

（
５
）
山
岸
常
人
「
宅
地
と
住
宅
」
（
『
季
刊
考
古
学
』
二
二
、
一
九
八
八

年
）
。
但
し
、
山
岸
氏
は
、
こ
れ
ら
の
住
宅
趾
の
差
異
を
時
代
的
変
遷

と
ゑ
ず
、
よ
り
慎
重
に
、
住
宅
形
式
の
多
様
性
と
ゑ
て
い
る
。

（
６
）
『
平
城
京
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
（
二
一
）
ｌ
長
屋
王
家
木
簡

ｌ
』
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、
一
九
八
八
九
年
）
。

（
７
）
太
田
静
六
『
寝
殿
造
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）
。

（
８
）
玉
腰
芳
夫
『
古
代
日
本
の
す
ま
い
』
（
ナ
カ
’
一
シ
ャ
出
版
、
一
九

八
○
年
）
等
。
な
お
、
平
安
期
の
屋
敷
に
関
す
る
文
献
は
、
朧
谷
寿
・

加
納
重
文
・
高
橋
康
夫
編
『
平
安
京
の
邸
第
』
（
望
稜
舎
、
一
九
八
七

年
）
、
第
一
六
章
参
考
文
献
目
録
に
詳
し
い
。

（
９
）
士
田
直
鎮
「
平
安
時
代
の
政
務
と
儀
式
」
（
『
国
学
院
大
学
日
本
文

化
研
究
所
紀
要
』
三
三
、
一
九
七
四
年
）
。

（
皿
）
太
田
静
六
、
前
掲
書
。

（
ｕ
）
吉
田
早
苗
「
藤
原
実
資
と
小
野
宮
第
１
寝
殿
造
に
関
す
る
一
考

察
」
（
『
日
本
歴
史
』
三
五
○
、
一
九
七
七
年
）
。
小
野
宮
第
に
つ
い
て

は
、
藤
原
実
資
の
日
記
『
小
右
記
』
に
多
く
の
史
料
が
残
さ
れ
て
い

る
。

（
理
）
鷲
見
等
曜
『
前
近
代
日
本
家
族
の
構
造
』
（
弘
文
堂
、
一
九
八
三

年
）
。

（
過
）
『
春
記
』
長
暦
三
年
一
○
月
一
○
日
条
。
『
春
記
』
は
、
藤
原
資

房
の
日
記
で
あ
る
。

（
皿
）
太
田
静
六
、
前
掲
書
等
。

（
通
）
平
井
聖
『
日
本
住
宅
の
歴
史
』
（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
七

四
年
。

（
略
）
藤
田
勝
也
「
小
寝
殿
に
つ
い
て
」
（
『
建
築
史
学
』
一
○
、
一
九
八

八
年
）
。

（
面
）
橋
本
義
彦
『
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七

六
年
）
。

２
婚
姻
居
住
規
制

（
１
）
関
口
裕
子
「
古
代
家
族
と
婚
姻
形
態
」
（
『
講
座
日
本
歴
史
二
』
、

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
）
等
。

（
２
）
石
母
田
正
「
古
代
家
族
の
形
成
過
程
」
（
『
社
会
経
済
史
学
』
一
二

’
六
、
一
九
四
二
年
）
、
吉
田
晶
『
日
本
古
代
村
落
史
序
説
』
（
塙
書

房
、
一
九
八
○
年
）
。

（
３
）
春
成
秀
爾
「
縄
文
・
弥
生
時
代
の
親
族
組
織
を
さ
ぐ
る
」
（
『
日
本

の
古
代
二
・
ウ
ジ
と
イ
こ
中
央
公
論
社
、
一
九
八
七
年
）
。

（
４
）
都
出
比
呂
志
「
原
始
土
器
と
女
性
ｌ
弥
生
時
代
の
性
別
分
業
と
婚

姻
居
住
規
定
」
（
『
日
本
女
性
史
』
一
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二

年
）
、
『
日
本
農
耕
社
会
の
成
立
過
程
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）
。

（
５
）
大
林
太
良
「
親
族
構
造
の
概
念
と
王
家
の
近
親
婚
」
（
『
日
本
の
古

代
二
・
ウ
ジ
と
イ
エ
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
七
年
）
等
。

（
６
）
こ
れ
は
、
Ｇ
・
Ｐ
マ
ー
ド
ッ
ク
の
性
別
分
業
論
を
基
礎
に
お
い
て

い
る
。
都
出
比
呂
志
、
註
（
４
）
論
文
参
照
。
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経
等
）
が
あ
る
。

（
２
）
野
口
孝
子

（
１
）
角
田
文
衛
「
東
五
条
第
」
（
『
角
田
文
衛
著
作
集
四
・
王
朝
文
化
の

諸
相
』
、
法
蔵
館
、
一
九
八
四
年
）
。
ま
た
、
同
様
に
男
系
継
承
さ
れ
た

こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
に
は
、
藤
原
氏
の
佐
保
殿
（
房
前
・
冬
嗣
・
基

（
８
）
高
群
逸
枝

論
社
、
一
九
六
↑

（
９
）
関
口
裕
子
、

（
Ⅲ
）
鷲
見
等
曜
、

（
ｕ
）
服
藤
早
苗

説
、
東
京
大
学
、

（
皿
）
服
藤
早
苗

歴
史
』
四
四
七
、

（
過
）
『
春
記
』
崖

（
皿
）
同
右
一
○
口

（
妬
）
同
右
一
○
口

（
脳
）
同
右
一
○
口

（
Ⅳ
）
同
右
一
○
口

（
旧
）
同
右
一
○
ロ

（
旧
）
同
右
一
○
口

ｄ
第
宅
の
伝
領

同
右
一
○
月

『
春
記
』
長

（
７
）
関
口
裕
子
「
編
集
後
記
」
（
『
日
本
女
性
史
』
一
、
東
京
大
学
出
版

会
、
一
九
八
二
年
）
、
義
江
明
子
「
書
評
・
女
性
史
総
合
研
究
会
『
日

本
女
性
史
』
第
一
巻
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
五
四
○
、
一
九
八
五
年
）
。

（
８
）
高
群
逸
枝
『
招
婿
婚
の
研
究
』
（
『
高
群
逸
枝
全
集
』
二
・
三
、
理

論
社
、
一
九
六
六
年
）
。

（
９
）
関
口
裕
子
、
注
（
１
）
論
文
。

（
Ⅲ
）
鷲
見
等
曜
、
前
掲
書
。

（
ｕ
）
服
藤
早
苗
「
婚
姻
形
態
」
（
『
日
本
女
性
史
研
究
論
文
目
録
二
』
解

説
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
）
。

通
）
服
藤
早
苗
「
摂
関
期
に
お
け
る
受
領
の
家
と
家
族
形
態
」
（
『
日
本

歴
史
』
四
四
七
、
一
九
八
五
年
）
。

二
日
条
。

同
右
一
○
月
七
日
条
。

同
右
一
○
月
七
日
条
。

同
右
一
○
月
一
日
条
。

同
右
一
○
月
七
日
条
。

同
右
一
○
月
七
日
条
。

暦
三
年
一
○
月
一
日
条
。

「
平
安
時
代
に
お
け
る
枇
杷
第
の
伝
領
に
つ
い
て
」

（
上
・
下
）
（
『
古
代
文
化
』
三
三
’
七
・
八
、
一
九
八
一
年
）
。

（
３
）
高
群
逸
枝
、
前
掲
書
。

（
４
）
高
群
逸
枝
、
前
掲
書
。

（
５
）
鷲
見
等
曜
、
前
掲
書
。

（
６
）
義
江
彰
夫
「
摂
関
家
領
相
続
の
研
究
序
説
」
（
『
史
学
雑
誌
』
七
六

’
四
、
一
九
六
七
年
）
。

（
７
）
律
令
法
を
ゑ
る
と
、
戸
令
応
分
条
に
は
、
妻
の
財
産
は
夫
家
に
は

入
ら
ず
、
夫
婦
別
産
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
唐
令
と
は
異
な
る
規
定
に

な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
夫
婦
別
産
が
日
本
古
代
の
実
状
に
沿

っ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
、
父
か
ら
娘
へ
の
第
宅
伝
領
を
考

え
る
さ
い
に
考
慮
す
べ
き
点
で
あ
る
。

（
京
都
大
学
大
学
院
日
本
古
代
史
）
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