
（
一
）
家
Ⅱ
伝
統
家
族
と
い
う
位
置
づ
け
の
留
保

家
族
社
会
学
か
ら
み
た
家
の
代
表
的
な
分
析
視
角
と
し
て
、
家
を
伝
統
的
家
族
と
し
て
、
現
代
家
族
と
対
置
す
る
視
角
が
あ
っ
た
。
本
稿
で

は
、
こ
の
よ
う
な
視
角
に
対
し
、
現
代
家
族
と
の
対
比
を
一
旦
保
留
し
、
連
続
性
は
連
続
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
、
家
の
内
外
の
諸
関
連

を
考
え
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
こ
の
視
角
か
ら
、
明
治
国
家
と
の
関
連
を
取
り
上
げ
る
際
に
、
こ
れ
ま
で
述
べ
ら
れ
て
き
た
国
家
に
よ
る
統

合
、
国
家
規
範
の
一
方
向
的
な
浸
透
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
自
律
性
や
対
抗
性
に
も
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
家
と
い

明
治
十
七
年
に
施
行
さ
れ
た
華
族
令
以
降
、
旧
公
家
、
武
家
層
以
外
か
ら
、
勲
功
に
よ
っ
て
華
族
に
列
す
る
家
々
が
あ
り
、
新
華
族
と
呼
ば

れ
た
。
そ
の
中
に
は
、
三
井
や
岩
崎
に
代
表
さ
れ
る
資
本
家
も
含
ま
れ
て
い
た
。
本
稿
で
は
、
明
治
期
以
降
の
制
度
変
化
が
、
資
本
家
華
族
に

と
っ
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
持
ち
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
外
的
契
機
を
受
け
て
、
明
治
期
以
降
の
資
本
家
の
家
が
ど
の
よ
う
な
性
質
を
持
っ
て
い
っ

た
の
か
、
家
憲
を
主
な
資
料
と
し
て
、
特
に
華
族
制
度
と
の
関
わ
り
で
論
じ
る
。

論
説日

本
近
代
に
お
け
る
資
本
家
華
族
の
登
場
と
「
家
」
の
再
編

｜
明
治
大
正
期
の
家
把
握
の
枠
組
１
１
家
族
概
念
と
の
関
連
に
お
い
て
Ｉ

米
村
千
代
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う
用
語
は
、
こ
こ
で
は
明
治
大
正
期
を
対
象
と
す
る
こ
と
も
あ
り
、
当
時
の
人
々
が
生
き
た
文
脈
で
広
義
な
意
味
を
含
ま
せ
て
用
い
た
い
と
考

え
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
人
々
か
ら
超
世
代
的
連
続
を
志
向
さ
れ
る
対
象
と
暫
定
的
に
定
義
し
て
お
く
。
か
ぎ
か
っ
こ
付
き
で
用
い
る
場

合
は
、
特
に
、
人
々
が
思
念
し
た
像
や
理
念
を
指
す
場
合
に
用
い
る
。
さ
ら
に
、
超
世
代
的
連
続
を
可
能
に
す
る
媒
体
と
し
て
重
要
視
さ
れ
た

財
を
継
承
財
と
呼
び
、
継
承
財
に
は
、
土
地
、
屋
敷
、
金
融
資
本
な
ど
の
物
財
と
暖
簾
や
家
名
、
家
紋
、
家
格
と
い
っ
た
象
徴
財
が
あ
り
得
た

と
す
る
。

（
二
）
経
営
体
と
し
て
の
連
続
性
へ
の
着
目

加
え
て
、
家
の
経
営
体
と
し
て
の
側
面
に
も
着
目
し
、
そ
の
連
続
性
と
変
化
に
着
目
す
る
。
伝
統
家
族
と
し
て
の
家
の
位
置
づ
け
で
は
、
生

産
機
能
の
放
出
で
経
営
体
と
し
て
の
側
面
は
終
わ
っ
た
と
さ
れ
る
。
同
時
に
、
こ
の
時
点
か
ら
、
家
族
研
究
と
経
営
史
研
究
に
お
け
る
家
概
念

が
、
分
離
し
て
独
立
の
研
究
対
象
と
し
て
離
れ
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

確
か
に
、
現
代
社
会
に
お
い
て
、
小
規
模
の
自
営
業
は
と
も
か
く
と
し
て
、
企
業
の
中
枢
に
一
族
の
世
襲
制
が
な
お
存
す
る
こ
と
や
経
営
論

に
お
い
て
家
的
経
営
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
、
家
族
に
お
け
る
家
の
問
題
は
、
ま
っ
た
く
別
の
位
相
の
こ
と
と
映
る
。
し
か
し
、
こ
の
両

側
面
が
、
し
ば
し
ば
同
じ
「
家
」
と
い
う
言
葉
で
語
ら
れ
る
こ
と
こ
そ
解
き
あ
か
す
べ
き
問
題
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

（
三
）
家
把
握
の
位
相
皿
系
譜
関
係
と
経
営
体

で
は
、
家
研
究
の
分
野
で
は
、
家
は
ど
の
よ
う
に
概
念
化
さ
れ
て
き
た
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
、
家
は
系
譜
関
係
と
経
営
体
が
不
可
分
に
結

び
つ
い
て
い
る
状
態
に
お
い
て
概
念
化
さ
れ
て
き
た
。
有
賀
喜
左
衛
門
と
鈴
木
栄
太
郎
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
捉
え
方
は
異
に
し
た
が
、
こ
の

（
１
）

両
側
面
が
連
動
し
あ
っ
て
こ
そ
家
は
有
り
得
る
と
し
た
点
は
共
通
で
あ
っ
た
。
有
賀
や
鈴
木
に
あ
っ
て
は
、
ど
ち
ら
か
の
側
面
が
解
体
な
い
し
、

変
容
す
る
と
両
者
の
統
合
体
と
し
て
の
家
は
解
体
す
る
と
捉
え
ら
れ
た
。
本
稿
で
は
、
両
者
の
枠
組
み
を
基
盤
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
現
象
は

必
ず
し
も
解
体
を
意
味
せ
ず
、
家
が
変
容
す
る
と
い
う
動
的
側
面
と
し
て
捉
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
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（
四
）
家
憲
へ
の
着
目
亜
家
憲
分
析
の
意
義

本
稿
で
は
、
家
憲
を
家
規
範
が
成
文
化
さ
れ
た
も
の
と
し
、
主
な
資
料
と
し
て
用
い
る
。
家
憲
を
残
し
た
家
々
し
か
対
象
に
で
き
な
い
と
い

う
限
定
は
あ
る
も
の
の
、
何
よ
り
も
個
々
の
「
家
」
を
貫
徹
し
よ
う
と
し
た
強
い
意
図
が
観
察
さ
れ
る
こ
と
、
家
規
範
を
知
る
上
で
の
数
少
な

い
成
文
化
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
こ
と
、
内
容
の
考
察
か
ら
家
々
が
直
面
し
て
い
た
問
題
や
、
制
定
者
の
意
図
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
時

代
や
家
ご
と
の
差
異
を
観
察
で
き
る
こ
と
が
取
り
上
げ
る
理
由
で
あ
る
。
ま
た
、
家
憲
を
持
っ
た
家
と
持
た
な
か
っ
た
家
の
考
察
か
ら
、
当
該

社
会
を
生
き
た
人
々
は
、
何
を
そ
れ
ぞ
れ
の
「
家
」
に
託
そ
う
と
し
て
い
た
か
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
家
憲
は
、
時
代
や
階
層
ご
と
に
多
種
多
様
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
家
憲
（
相
続
・
分
家
な
ど
家
制
の
基
本
を
具
体
的
に
定
め
た
も
の
）

（
２
）

や
家
訓
（
家
の
管
理
に
つ
い
て
心
得
て
お
く
べ
き
も
の
）
を
分
析
に
用
い
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
両
側
面
の
結
合
の
仕
方
に
よ
っ
て
家
は
変
化
し
得
る
し
、
ま
た
同
じ
時
代
に
お
い
て
も
階
層
性
が
現
れ
て
く
る
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
根
拠
は
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
家
々
の
担
い
手
が
、
拡
大
し
て
い
く
経
営
体
を
系
譜
を
同
じ
く
す
る
人
間
に
よ
っ

て
ど
の
よ
う
に
統
合
し
て
い
く
か
に
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
る
事
実
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
家
の
担
い
手
の
視
点
か
ら
み

る
と
、
ど
ん
な
に
拡
大
し
よ
う
と
も
、
経
営
体
は
な
お
「
家
」
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
家
を
考
え
る
際
に
、
ま
さ
に
、
当
時
の

人
々
が
ど
の
よ
う
に
自
ら
の
「
家
」
を
思
念
し
て
い
た
か
と
い
う
観
点
は
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
人
々
の
思
念

の
対
象
で
あ
っ
た
「
家
」
が
、
結
果
と
し
て
ど
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
か
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
系
譜
関
係
と
経
営
体
の
結
合
の
仕
方
を
考

察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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（
｜
）
商
法
、
民
法
の
影
響

（
３
）

明
治
期
以
降
の
商
法
、
民
法
と
近
代
家
憲
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
旧
槁
で
詳
述
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
本
稿
と
関
連
の
あ
る
限
り
に
お
い

て
述
べ
る
。
明
治
二
二
年
、
明
治
三
二
年
に
そ
れ
ぞ
れ
施
行
さ
れ
た
商
法
（
以
後
、
た
び
た
び
改
正
）
、
民
法
に
対
し
て
、
経
営
体
の
規
模
が
一
定

以
上
拡
大
し
て
い
た
家
々
で
は
、
新
体
制
の
も
と
で
家
の
維
持
を
可
能
に
す
る
た
め
の
具
体
的
な
対
応
を
必
要
と
し
た
・
個
々
の
担
い
手
に
と
っ

て
は
統
一
体
で
あ
る
べ
き
経
営
体
と
系
譜
関
係
が
別
の
法
体
系
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
商
法
に
対
し
て
は
、
巨
大
化

し
た
経
営
体
を
会
社
組
織
に
改
組
し
な
が
ら
も
、
企
業
体
を
あ
く
ま
で
家
業
と
し
て
統
率
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
、
個
人
所
有
制
に
対
し
て
は
、

家
の
継
承
財
と
し
て
の
資
本
を
何
ら
か
の
形
で
一
括
に
管
理
運
営
し
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
。
従
来
、
商
家
に
と
っ
て
の
継
承
財
（
Ⅱ
資
本
）

は
、
「
家
」
の
財
で
あ
り
、
超
世
代
的
に
連
続
し
て
い
く
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
と
所
有
権
を
個
人
に
帰
す
と
い
う
所
有
制
は
相
い
れ

（
４
）

な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
打
開
策
と
し
て
と
ら
れ
た
の
が
、
持
ち
株
会
社
の
設
立
に
よ
る
資
本
の
集
中
管
理
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
関
連
す
る

子
会
社
は
株
式
会
社
化
し
、
そ
れ
ら
の
統
轄
機
関
と
し
て
の
持
ち
株
会
社
は
、
一
族
が
社
員
と
な
り
、
し
か
も
そ
の
自
由
な
処
分
は
家
憲
で
制

子
会
社
は
株
式
会
社
化
し
、
ラ

一
族
に
よ
る
資
本
の
独
占
的
所
有
を
貫
徹
す
る
一
方
、
経
営
の
権
限
に
関
し
て
は
拡
大
、
多
角
化
の
な
か
で
、
系
譜
関
係
か
ら
は
独
立
な
人

材
が
登
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
重
視
さ
れ
た
の
は
、
「
家
」
の
理
念
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
実
務
能
力
の
有

無
へ
政
府
と
の
人
脈
の
有
無
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
経
営
の
実
権
は
、
系
譜
の
内
外
を
問
わ
ず
、
有
能
な
人
材
に
委
ね
、
他
方
、
系
譜
の

連
続
性
は
、
家
憲
に
お
い
て
「
家
」
の
成
員
を
固
定
す
る
こ
と
で
維
持
さ
れ
、
こ
の
分
離
し
た
二
者
、
系
譜
と
経
営
が
「
所
有
」
を
介
し
て
統

合
さ
れ
た
の
が
、
近
代
の
一
つ
の
「
家
」
の
特
質
と
い
え
る
。

明
治
近
代
の
到
来
は
、
家
々
に
資
本
管
理
や
権
限
の
明
記
、
徹
底
と
い
っ
た
実
質
的
対
応
を
迫
っ
た
の
み
で
は
な
か
っ
た
。
重
要
な
制
度
変

限
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

二
明
治
期
以
降
の
制
度
変
化
の
影
響
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三
）
華
族
制
度
と
家
憲
制
定

家
憲
制
定
の
外
的
契
機
と
し
て
華
族
制
度
と
の
関
わ
り
を
論
じ
て
い
る
の
は
、
森
岡
清
美
で
あ
る
。
森
岡
は
、
家
憲
制
定
の
時
代
的
背
景
と

し
て
明
治
一
三
年
の
皇
室
典
範
の
制
定
と
明
治
二
七
年
の
華
族
令
追
加
を
あ
げ
、
「
華
族
令
追
加
お
よ
び
改
正
華
族
令
に
お
け
る
「
家
範
」
の
条

項
が
、
華
族
は
も
と
よ
り
上
流
名
家
に
お
け
る
家
憲
の
成
文
化
を
刺
激
し
た
と
考
え
る
と
き
、
明
治
後
期
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
多
く
の
家

（
５
）

憲
が
制
定
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
は
、
当
を
え
た
こ
と
と
思
料
さ
れ
る
」
と
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
に
森
岡
は
、
家
憲
が
多
く
作
成
さ
れ
た
時
期

を
特
定
し
、
そ
の
背
景
に
華
族
令
に
お
け
る
「
家
範
」
の
規
定
の
影
響
を
見
る
。
以
下
で
は
、
森
岡
の
指
摘
を
う
け
て
、
家
憲
研
究
と
の
接
点

と
し
て
資
本
家
華
族
の
家
々
を
取
り
上
げ
華
族
制
度
が
家
憲
制
定
、
家
の
再
編
に
つ
い
て
持
ち
得
た
意
味
を
考
え
て
い
く
。

華
族
制
度
は
、
明
治
二
年
六
月
の
華
族
の
設
置
を
は
じ
め
と
し
、
そ
も
そ
も
は
、
旧
公
武
の
最
上
層
の
身
分
と
財
産
を
保
護
維
持
し
よ
う
と

す
る
目
的
か
ら
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
明
治
十
七
年
の
華
族
令
制
定
以
後
は
、
国
家
に
対
す
る
勲
功
に
よ
っ
て
授
爵
し
た
、
い
わ
ゆ
る
勲
功

華
族
が
登
場
し
た
。
彼
ら
の
功
績
は
軍
功
や
産
業
振
興
で
あ
り
、
官
界
、
財
界
へ
の
授
爵
が
新
し
い
特
徴
で
あ
る
。
資
本
家
に
と
っ
て
華
族
制

度
が
よ
り
直
接
的
な
意
味
を
持
つ
の
は
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。
多
く
が
受
爵
し
た
の
は
、
公
侯
伯
子
男
の
五
爵
の
う
ち
最
下
位
の
男
爵
で
あ
り
、

新
華
族
と
い
う
呼
称
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
華
族
令
以
前
か
ら
の
華
族
と
の
差
異
は
歴
然
と
し
て
い
た
も
の
の
、
明
治
期
以
降
の
体
制
下
に
お

い
て
新
し
い
家
格
を
得
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
っ
た
。

華
族
令
以
前
ま
で
の
家
柄
身
分
意
識
と
は
異
な
り
、
華
族
令
以
降
の
授
爵
は
業
績
主
義
的
で
あ
っ
た
が
、
爵
を
世
襲
制
と
し
た
点
が
も
う
一

方
の
特
色
で
あ
っ
た
。
華
族
を
世
襲
制
と
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
世
襲
制
と
し
た
背
景
に
は
、
新
た
な
特

（
６
）

権
層
の
創
出
に
よ
り
、
立
憲
君
主
制
の
統
治
体
制
を
支
え
る
藩
屏
と
し
よ
う
と
し
た
施
政
者
側
の
思
惑
が
あ
る
。
特
に
授
爵
は
業
績
主
義
的
と

い
っ
て
も
、
爵
位
を
得
た
の
は
実
際
の
経
営
に
お
い
て
功
績
が
あ
っ
た
人
間
で
は
な
く
、
資
本
家
の
当
主
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
爵
位
は

更
の
一
つ
と
し
て
華
族
制
度
を
あ
げ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
民
法
、
商
法
へ
の
対
応
が
、
資
本
と
い
う
物
財
の
保
護
と
い
う
家
憲
制
定
の
具
体
的
な
、

実
質
的
な
目
的
を
持
つ
と
す
れ
ば
、
家
憲
制
定
と
華
族
制
度
と
の
関
わ
り
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
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個
人
の
功
績
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
実
際
は
家
に
対
す
る
授
爵
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
家
格
」
の
授
与
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
華

（
（
ｊ
）

族
に
は
、
財
産
の
世
襲
を
認
め
て
お
り
、
爵
位
と
財
産
双
方
を
世
襲
と
し
た
。
明
治
政
府
は
、
所
有
制
度
で
個
人
を
単
位
と
す
る
な
ど
、
家
を

単
位
と
し
た
全
国
民
の
掌
握
に
成
功
し
た
と
は
い
い
が
た
い
が
、
華
族
制
度
に
関
し
て
は
こ
の
よ
う
に
一
貫
性
を
保
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
財
産
の
世
襲
制
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
は
個
人
単
位
と
し
な
が
ら
も
、
華
族
と
い
う
特
権
階
級
に
お
い
て
は
家
を
単
位
と
し
た
世

襲
制
を
認
め
る
と
い
う
二
重
性
を
持
っ
て
い
た
。
後
者
が
、
資
本
家
階
級
の
資
本
の
共
同
所
有
の
観
念
的
な
正
統
性
の
根
拠
に
な
り
得
た
の
で

は
な
い
か
。（

三
）
資
本
家
華
族
の
授
爵
時
期
と
そ
の
経
緯

資
本
家
で
は
、
明
治
二
九
年
の
三
井
八
郎
右
衛
門
（
高
棟
）
、
岩
崎
久
弥
、
弥
之
助
を
は
じ
め
と
し
て
、
明
治
四
四
年
に
、
鴻
池
善
右
衛
門
（
善

次
郎
）
、
住
友
吉
左
衛
門
（
友
純
）
、
三
井
八
郎
次
郎
（
高
弘
）
、
藤
田
伝
三
郎
、
大
正
四
年
に
、
三
井
高
保
、
大
倉
喜
八
郎
、
古
河
虎
之
助
、
森
村

市
左
衛
門
、
大
正
九
年
に
川
崎
芳
太
郎
、
安
川
敬
一
郎
が
男
爵
の
爵
位
を
得
て
い
る
。
資
本
家
華
族
の
授
爵
の
理
由
は
、
産
業
振
興
が
主
な
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
に
加
え
て
公
共
事
業
へ
の
貢
献
、
寄
付
、
学
校
経
営
な
ど
が
あ
る
。

資
本
家
や
企
業
家
が
爵
位
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
該
の
家
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
、
他
の
人
々
に
と
っ
て
も
、
華
族
に
列
す
る
階
層
に

あ
る
と
い
う
新
し
い
格
付
け
を
与
え
た
。
明
治
以
前
の
社
会
で
は
、
商
家
は
資
産
は
あ
る
と
は
い
え
、
身
分
上
は
士
農
工
商
の
下
位
に
あ
っ
た
。

そ
の
商
人
が
、
功
績
如
何
に
よ
っ
て
は
、
公
家
や
藩
主
と
同
じ
華
族
に
列
し
た
の
で
あ
る
。
国
家
貢
献
が
資
本
家
に
と
っ
て
、
強
い
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
に
な
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
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（
｜
）
分
限
主
義
か
ら
積
極
的
国
家
主
義
へ

次
に
家
憲
を
主
な
資
料
と
し
て
、
資
本
家
華
族
の
「
家
」
に
ど
の
よ
う
な
特
質
が
表
れ
る
の
か
、
家
憲
の
制
定
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ

て
い
た
の
か
具
体
的
に
考
察
す
る
。
爵
位
を
与
え
ら
れ
た
商
家
の
中
に
は
、
明
治
期
以
前
か
ら
相
続
や
事
実
上
の
所
有
を
定
め
た
家
憲
的
な
家

法
を
持
つ
も
の
も
あ
っ
た
。
幕
藩
体
制
下
で
の
上
位
シ
ス
テ
ム
と
の
関
係
は
、
多
く
の
家
法
に
お
い
て
、
公
儀
の
法
度
を
遵
守
す
る
こ
と
と
い

う
形
で
著
さ
れ
て
お
り
、
宮
本
又
次
の
指
摘
す
る
近
世
家
訓
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
分
限
主
義
が
表
れ
て
い
た
。
そ
の
基
盤
は
、
士
農
工
商
と

い
う
幕
藩
体
制
下
の
身
分
制
度
で
あ
っ
た
。
明
治
期
以
降
の
制
度
変
化
は
、
分
限
主
義
、
「
御
公
儀
」
Ⅱ
上
位
シ
ス
テ
ム
と
の
関
係
を
大
き
く
変

化
さ
せ
た
。
明
治
期
以
降
作
成
さ
れ
た
家
憲
で
は
、
一
転
し
て
積
極
的
な
国
家
主
義
が
現
れ
る
。
上
位
シ
ス
テ
ム
と
の
関
わ
り
が
受
動
性
か
ら
、

選
択
的
で
は
あ
っ
た
が
積
極
的
な
方
向
に
転
換
し
た
点
は
重
要
で
あ
る
。

三
）
家
憲
制
定
の
経
緯

先
ほ
ど
紹
介
し
た
森
岡
は
、
家
憲
制
定
に
華
族
令
に
お
け
る
「
家
範
」
の
項
が
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
問
題
提
起
し
て
い
た
が
、

こ
こ
で
、
家
憲
制
定
の
時
期
と
、
実
際
の
制
定
の
経
緯
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。
三
井
、
岩
崎
、
住
友
、
鴻
池
の
家
憲
に
つ
い
て
は
、
注
（
３
）

に
掲
げ
た
拙
稿
に
お
い
て
す
で
に
詳
述
し
た
の
で
、
本
節
で
は
制
定
年
の
み
を
あ
げ
、
古
河
と
川
崎
を
と
り
あ
げ
る
。
制
定
年
は
、
「
三
井
家
憲
」

（
明
治
三
三
年
）
、
住
友
家
法
（
明
治
一
五
年
、
二
四
年
改
正
）
、
鴻
池
家
憲
法
（
明
治
二
二
年
、
三
二
年
改
正
）
で
あ
る
。
岩
崎
に
つ
い
て
は
、
明
治

八
年
の
「
三
菱
会
社
汽
船
規
則
」
が
あ
る
が
、
家
憲
的
な
性
格
は
薄
い
。
古
河
と
川
崎
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
、
い
ず
れ
も
家
憲
制
定
を
試
み

る
が
、
先
に
挙
げ
た
家
々
の
よ
う
な
明
文
化
さ
れ
た
形
で
は
残
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
、
制
定
を
試
み
な
が
ら
、
実
際

の
制
定
に
は
至
ら
な
か
っ
た
の
か
。
家
憲
を
制
定
し
た
家
と
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

三
資
本
家
華
族
に
み
る
明
治
大
正
期
の
家
の
特
質
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（
８
）

『
古
河
潤
吉
君
伝
』
に
よ
る
と
、
古
河
市
兵
衛
が
総
長
の
時
、
顧
問
岡
山
兼
吉
に
よ
り
、
明
治
二
四
年
、
「
古
河
家
仮
規
則
」
が
起
草
さ
れ

た
。
家
憲
と
営
業
制
度
を
併
せ
て
規
定
し
た
形
式
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
古
河
家
で
そ
の
後
、
家
憲
制
定
問
題
が
持
ち
上
が
る
の
は
、
明
治

末
か
ら
大
正
初
年
ご
ろ
、
虎
之
助
が
家
長
の
時
代
で
あ
る
。
井
上
馨
の
す
す
め
に
よ
り
、
中
島
久
萬
吉
に
調
査
起
草
を
命
じ
た
と
『
古
河
虎
之

（
９
）

助
君
伝
』
に
あ
る
。
ま
た
、
家
憲
制
定
論
者
で
あ
っ
た
と
い
う
原
敬
も
古
河
家
の
依
頼
を
受
け
て
、
大
正
初
期
に
脱
稿
し
て
お
り
、
理
事
の
木

村
長
七
も
草
案
を
出
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
結
局
制
定
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
虎
之
助
が
総
長
に
就
任
す
る
に
際
し
て
、
陸

奥
廣
吉
が
送
っ
た
訓
戒
の
中
に
、
「
尚
ほ
家
憲
の
制
定
は
其
の
必
要
な
か
る
く
し
何
と
な
れ
ば
家
憲
の
如
き
規
矩
に
拘
束
さ
れ
る
事
な
く
し
て
、

（
皿
）

し
か
も
正
し
く
行
程
を
踏
ん
で
行
っ
た
初
代
及
び
先
代
の
令
に
倣
っ
て
過
失
な
か
ら
ん
事
を
こ
そ
期
待
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。
制
定
さ
れ

（
、
）

な
か
っ
た
決
定
的
な
理
由
は
不
明
だ
が
、
そ
れ
ほ
ど
家
憲
制
定
が
緊
要
で
は
な
か
っ
た
と
も
と
れ
る
。
家
憲
に
よ
っ
て
規
定
す
べ
き
重
要
か
つ

緊
要
な
問
題
が
当
家
に
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
家
憲
制
定
が
問
題
化
さ
れ
て
い
る
の
は
、
時
代
の
反
映
で
あ
り
、
家
憲
を
持
つ
こ
と
そ
れ

自
体
が
一
つ
の
地
位
や
事
業
の
発
展
の
提
示
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
伝
記
に
は
、
制
定
問
題
の
際

（
皿
）

に
集
め
ら
れ
た
資
料
か
ら
、
自
ず
か
ら
選
出
し
た
条
項
を
忠
実
に
守
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

自
体
が
一
つ
の
地
位
や
事
空

に
集
め
ら
れ
た
資
料
か
ら
、

（
２
）
川
崎
家

閥
家
憲
の
よ
う
な
具
体
的
な
規
定
は
な
い
・

さ
れ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
も
、
所
有
壱

（
３
）
そ
の
他
の
資
本
家
華
族

川
崎
家
で
は
、
初
代
川
崎
正
蔵
に
よ
る
家
法
が
残
さ
れ
て
い
る
。
三
島
康
雄
に
よ
る
と
印
刷
さ
れ
た
様
子
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
ど
れ
ほ

（
Ｂ
）

ど
効
力
が
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
と
い
う
。
三
島
は
明
治
四
十
年
ご
ろ
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
本
則
十
五
章
、

付
則
十
一
章
か
ら
な
り
、
同
族
の
和
合
、
皇
室
崇
敬
、
祖
先
崇
拝
、
質
素
倹
約
、
投
機
の
禁
止
な
ど
生
活
の
規
律
を
説
い
た
も
の
で
、
他
の
財

（
Ｍ
）

閥
家
憲
の
よ
う
な
具
体
的
な
規
定
は
な
い
。
た
だ
し
、
財
産
規
定
で
、
「
基
本
財
産
百
分
七
拾
五
、
活
動
財
産
百
分
の
弐
拾
五
」
と
あ
り
、
実
施

さ
れ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
も
、
所
有
に
関
す
る
項
目
が
あ
る
と
こ
ろ
は
、
他
の
近
代
家
憲
と
共
通
で
あ
る
。

森
村
家
に
つ
い
て
は
、
大
正
五
年
、
大
正
十
年
に
そ
れ
ぞ
れ
刊
行
さ
れ
た
家
憲
集
、
室
邑
豪
名
門
の
家
害
堂
、
『
家
憲
正
鑑
』
に
は
、
掲
載
さ
れ

（
１
）
古
河
家

－25－



（
喝
）

て
い
る
が
時
期
が
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
当
家
の
社
史
や
森
村
市
左
衛
門
の
著
し
た
書
に
は
家
憲
に
関
す
る
記
述
は
み
あ
た
ら
な
い
。
森
村
市

（
略
）

左
衛
門
が
八
一
歳
の
時
に
記
し
た
「
我
社
の
精
神
」
が
あ
る
が
、
社
訓
で
あ
り
、
家
訓
、
家
憲
的
項
目
は
含
ま
な
い
。
藤
田
家
に
つ
い
て
も
、

同
上
の
二
冊
に
は
、
不
文
家
憲
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
藤
田
伝
三
郎
の
言
行
録
に
は
、
逸
話
と
し
て
明
治
の
初
年
に

大
阪
で
実
業
に
従
事
し
て
い
た
と
き
に
、
母
か
ら
送
ら
れ
た
「
決
し
て
不
義
す
べ
か
ら
ず
、
金
は
い
つ
に
て
も
儲
か
る
も
の
に
候
」
と
い
う
訓

（
Ⅳ
）

言
こ
そ
が
家
訓
で
あ
り
、
「
家
訓
な
る
も
の
を
殊
更
に
作
る
必
要
な
し
」
と
あ
る
。

（
肥
）

安
川
家
で
は
、
九
州
の
炭
坑
御
三
家
と
い
わ
れ
た
他
の
二
家
の
家
憲
は
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
現
段
階
で
、
安
川
敬
一
郎
に
よ
る
「
子
孫
に

（
旧
）

遺
す
」
、
第
五
郎
の
「
創
立
の
動
機
」
「
覚
書
」
を
見
つ
け
得
た
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
、
仮
説
に
と
ど
ま
る
が
、
安
川
は
こ
こ
で
あ

げ
た
家
々
の
中
で
は
数
少
な
い
武
士
階
級
の
出
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
近
世
武
家
的
な
精
神
的
訓
戒
を
説
く
家
憲
が
明
治
以
降
も
作
成
さ
れ
た

と
も
と
れ
る
。
大
倉
家
に
つ
い
て
も
、
現
段
階
で
は
発
見
し
え
て
い
な
い
。

（
４
）
華
族
以
外
の
家
の
家
憲
制
定

華
族
以
外
の
家
で
、
資
本
家
家
憲
の
制
定
時
期
を
特
定
で
き
る
も
の
と
し
て
は
、
「
安
田
家
憲
」
明
治
二
十
年
、
大
正
八
年
、
大
正
九
年
、
「
貝

島
家
憲
」
明
治
四
二
年
、
「
麻
生
家
法
」
明
治
二
七
、
八
年
頃
（
畠
山
の
推
定
）
、
長
瀬
家
「
遺
書
」
明
治
四
四
年
、
「
片
倉
家
憲
草
案
」
「
誓
約
書
」

大
正
二
年
（
但
し
家
憲
草
案
の
制
定
時
期
は
推
測
）
な
ど
が
あ
る
。

華
族
令
が
出
さ
れ
た
の
が
明
治
一
七
年
、
華
族
世
襲
財
産
法
が
明
治
一
九
年
、
華
族
令
追
加
が
明
治
二
七
年
、
改
正
華
族
令
が
明
治
四
十
年

で
あ
り
、
ま
た
民
法
、
商
法
の
公
布
が
、
明
治
二
十
年
、
三
十
年
代
で
あ
る
か
ら
、
ど
ち
ら
が
よ
り
直
接
的
な
影
響
を
持
っ
た
の
か
は
、
時
期

の
み
か
ら
は
特
定
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
三
井
、
住
友
、
鴻
池
で
は
、
他
の
家
と
比
べ
て
早
い
時
期
に
近
代
家
憲
を
制
定
し
て
お
り
、
他
の
家

が
そ
れ
に
追
随
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
仮
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、
華
族
制
度
は
、
以
下
に
述
べ
る
意
味
に
お
い
て
商
法
、
民
法
と
は
異
な
る

意
味
で
、
家
の
整
備
を
必
要
と
認
識
さ
せ
る
重
要
な
契
機
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
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古
河
、
川
崎
で
は
、
三
井
や
住
友
、
鴻
池
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
近
代
家
憲
は
結
局
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
。
制
定
の
経
緯
か
ら
注
目
し
た
い
こ

と
は
、
そ
も
そ
も
三
井
に
あ
っ
た
よ
う
な
家
憲
制
定
の
緊
要
性
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
名
家
と
し
て
、
家

憲
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
判
断
か
ら
作
成
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
緊
要
性
と
は
、
た
と
え
ば
三
井
の
場
合
の
よ
う
に
、

世
間
に
対
し
て
も
家
の
成
員
を
戒
め
る
規
則
を
作
っ
た
と
い
う
ア
ピ
ー
ル
が
必
要
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
加
え
、
資
本
の
拡
散
を
防
ぐ
た
め
に

は
、
明
文
化
し
た
形
で
の
制
裁
規
定
を
も
持
っ
た
同
族
の
統
合
規
則
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
と
は
事
情
を
異
に
す
る
。
名
家
と
し
て
の
地
位
の
象

徴
と
し
て
、
家
憲
を
持
つ
べ
き
と
い
う
制
定
推
進
者
の
判
断
で
あ
り
、
必
ず
し
も
実
質
的
な
必
要
性
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
読
み
と
れ

る
の
で
あ
る
。
川
崎
で
は
、
三
井
の
よ
う
に
、
同
族
組
織
が
大
規
模
で
も
な
く
、
一
族
の
関
係
も
形
骸
化
し
て
い
な
い
。
古
河
も
そ
の
点
は
同

様
で
あ
る
。
制
定
を
試
み
た
家
憲
の
内
容
も
「
家
憲
」
と
い
う
よ
り
は
行
動
規
範
や
道
徳
を
説
き
、
精
神
性
に
訴
え
る
「
家
訓
」
的
な
も
の
で

あ
る
。
家
憲
の
性
質
の
違
い
は
、
同
族
団
組
織
の
在
り
方
や
、
経
営
組
織
の
多
角
化
の
程
度
と
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
家
憲
は
、
系
譜
の
連

続
性
と
い
う
縦
の
継
承
規
則
と
、
経
営
体
の
共
同
経
営
と
い
う
同
族
の
横
の
関
係
の
統
合
規
則
と
い
う
二
つ
の
規
則
を
成
文
化
し
た
も
の
と
い

え
る
が
、
ど
の
程
度
、
具
体
的
な
規
則
が
必
要
で
あ
っ
た
か
は
、
現
実
に
展
開
し
て
い
る
事
業
形
態
や
親
族
組
織
に
よ
っ
て
緊
要
性
が
異
な
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
考
察
で
き
な
い
が
、
今
後
の
課
題
の
一
つ
と
し
て
お
き
た
い
。

で
は
、
な
ぜ
、
実
質
的
必
要
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
家
憲
が
制
定
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
か
。
家
憲
の
制
定
は
、
本
稿
で
み
る
限
り
、
明

治
後
期
か
ら
大
正
期
に
あ
る
程
度
集
中
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
当
時
の
法
的
・
経
済
的
環
境
の
も
と
で
の
、
資
本
の
維
持
と
事

業
の
発
展
と
い
う
実
質
的
な
対
応
と
、
華
族
制
度
等
を
う
け
て
新
し
い
身
分
、
格
を
提
示
す
る
と
い
う
目
的
が
作
用
し
て
い
た
。
特
に
後
者
に

つ
い
て
考
え
た
い
の
は
、
家
憲
、
家
訓
を
持
つ
こ
と
そ
れ
自
体
の
意
味
で
あ
る
。
有
賀
喜
左
衛
門
は
、
家
憲
に
つ
い
て
「
巻
物
な
ど
に
し
つ
ら

（
別
）

え
ら
れ
て
、
桐
の
箱
に
収
め
、
累
代
宝
物
の
如
く
伝
来
さ
れ
て
来
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
内
容
以
前
に
、
家
憲
が
系
譜
の
連
続
性
の
一

つ
の
象
徴
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
三
井
や
貝
島
で
は
、
家
憲
制
定
式
を
盛
大
に
行
っ
て
い
る
。
両
方
の
制
定
に
深
く
携
わ
っ
た
井
上
馨
の

示
唆
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
世
間
に
対
す
る
家
憲
制
定
の
提
示
と
と
れ
る
。
つ
ま
り
、
家
憲
を
持
つ
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
一
つ
の
身
分
、
家

（
三
）
家
憲
制
定
の
象
徴
性
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家
憲
制
定
の
外
的
契
機
と
し
て
、
華
族
令
の
施
行
と
商
法
、
民
法
の
施
行
が
、
時
期
を
空
け
ず
し
て
起
こ
っ
た
こ
と
が
、
明
治
期
以
降
の
「
家
」

の
再
編
、
形
成
に
大
き
な
影
響
を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
外
的
契
機
を
受
け
て
、
各
家
が
、
相
続
制
度
や
所
有
制
度
を
自
身
の
「
家
」
に
適

し
た
形
で
整
え
る
と
同
時
に
、
上
流
階
級
的
規
範
を
積
極
的
に
吸
収
し
よ
う
と
対
応
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、
家
憲
そ
れ
自
体
が
、

一
つ
の
継
承
財
と
し
て
象
徴
化
し
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。
継
承
財
の
維
持
、
存
続
と
い
う
形
で
の
資
本
蓄
積
と
い
う
経
済
活
動
と
排
他
的
な

世
襲
原
理
が
強
く
結
合
し
た
点
に
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
の
資
本
家
の
「
家
」
の
一
つ
の
型
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

格
、
地
位
の
提
示
で
あ
り
、
明
治
期
以
降
の
四
民
平
等
制
の
下
で
の
新
た
な
差
異
化
の
動
き
で
あ
る
。
家
憲
そ
れ
自
体
が
、
内
部
に
対
し
て
は
、

成
員
を
統
合
す
る
一
つ
の
象
徴
で
あ
り
、
外
部
に
対
し
て
は
、
獲
得
さ
れ
た
特
権
的
地
位
の
象
徴
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

家
憲
そ
れ
自
体
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
と
っ
て
代
々
継
承
し
て
い
く
べ
き
象
徴
財
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

の
一
つ
（

で
あ
る
。

資
本
家
が
華
族
に
列
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
新
し
い
家
格
を
付
与
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
資
本
と
い
う
物
財
の
み
な
ら
ず
、
爵
位
と

い
う
象
徴
財
を
獲
得
す
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
っ
た
。
爵
位
獲
得
は
、
名
実
と
も
に
上
流
階
級
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
国
家
貢
献
へ

の
一
つ
の
強
力
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
な
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
近
世
の
消
極
的
な
分
限
主
義
か
ら
、
国
家
へ
の
積
極
的
な
貢
献
へ
の
変
容

註（
１
）
有
賀
と
対
置
さ
せ
て
、
喜
多
野
清
一
で
は
な
く
鈴
木
栄
太
郎
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
、
「
家
の
精
神
」
と
い
う
鈴
木
の
概
念
に
あ
る
。
血
縁
関
係

と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
「
家
の
精
神
」
と
い
う
観
念
を
共
有
す
る
者
を
家
の
成
員
と
し
、
そ
の
精
神
の
継
承
を
、
家
の
連
続
性
の
中
核
に
お
く

鈴
木
の
家
概
念
を
、
機
能
的
連
帯
を
も
と
に
家
概
念
を
組
み
立
て
る
有
賀
と
対
置
さ
せ
て
、
本
稿
で
は
捉
え
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い

結
び
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て
は
、
拙
稿
（
米
村
千
代
「
家
理
論
の
再
構
築
へ
む
け
て
」
『
ソ
シ
オ
ロ
ゴ
ス
』
一
五
号
、
一
九
九
二
で
詳
述
し
た
。

（
２
）
安
岡
重
明
は
、
「
近
世
家
法
」
を
次
の
５
つ
に
分
類
す
る
（
安
岡
「
商
家
に
お
け
る
家
憲
の
成
立
」
『
社
会
科
学
二
一
四
、
一
九
七
八
）
。

①
家
訓
ｌ
家
の
管
理
に
つ
い
て
心
得
て
お
く
べ
き
教
訓
の
よ
う
な
も
の
、
②
家
憲
ｌ
相
続
・
分
家
な
ど
家
制
の
基
本
を
具
体
的
に
定
め
た
も
の
、

③
店
訓
１
店
運
営
の
心
得
と
も
い
う
べ
き
も
の
、
④
店
則
１
店
の
運
営
、
業
務
の
執
行
に
関
す
る
具
体
的
指
針
お
よ
び
規
則
、
⑤
使
用
人
規
則

（
４
）
三
井
合
名
会
社
（
明
治
四
二
年
）
、
住
友
合
資
会
社
（
大
正
十
年
）
、
三
菱
合
資
会
社
（
明
治
二
六
年
）
、
古
河
合
名
会
社
（
明
治
四
四
年
）
、
鴻

池
合
名
会
社
（
大
正
十
年
）
、
合
名
会
社
藤
田
組
（
明
治
二
七
年
）
、
合
名
会
社
大
倉
組
（
大
正
六
年
）
な
ど
。

（
５
）
森
岡
清
美
、
「
家
憲
と
先
祖
祭
祀
」
、
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
四
一
、
一
九
九
二
、
一
三
八
頁
。

な
お
、
家
範
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
明
治
二
七
年
の
宮
内
省
甲
第
二
号
の
華
族
令
追
加
に
あ
る
。

「
第
十
一
条
、
華
族
ハ
「
相
続
及
家
政
上
ノ
関
係
ヲ
定
ム
ル
為
」
二
法
律
命
令
及
華
族
二
関
ス
ル
規
定
ノ
範
囲
内
二
於
テ
家
範
ヲ
定
ム
ル
コ
ト

（
３
）
米
村
千
代
、

～
一
五
頁
。

う
義
務
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
８
）
五
日
會
、
『
古
河
潤
吉
君
伝
』
一
一

「
第
十
二
条
、
家
範
ハ
宮
内
大
臣
ノ
認
許
ヲ
経
へ
シ
其
条
項
ヲ
改
正
増
補
ス
ル
ト
キ
同
シ
」

（
６
）
華
族
令
制
定
の
経
緯
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
大
久
保
利
謙
『
華
族
制
の
創
出
』
（
吉
川
弘
文
館
一
九
九
三
）
を
参
照
し
た
。

（
７
）
華
族
は
、
特
権
と
し
て
、
世
襲
財
産
の
設
定
（
華
族
世
襲
財
産
法
（
明
治
一
九
年
）
「
第
一
条
華
族
戸
主
満
二
十
年
以
上
ノ
者
ハ
此
法
二
依
り

世
襲
財
産
ヲ
創
設
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
満
二
十
年
以
下
ノ
者
卜
雌
モ
前
代
戸
主
ノ
遺
言
ア
ル
ト
キ
ハ
世
襲
財
産
ヲ
創
設
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
第
二
条

世
襲
財
産
ハ
総
テ
之
ヲ
相
続
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
」
）
、
爵
の
世
襲
、
家
範
を
設
定
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
義
務
と
し
て
は
、
男
子
相

続
、
相
続
人
の
限
定
、
家
範
の
遵
守
、
教
育
に
関
す
る
規
定
（
華
族
令
第
十
条
「
華
族
ハ
其
子
弟
ヲ
シ
テ
相
当
ノ
教
育
ヲ
受
ケ
シ
ム
ル
ノ
義
務

ヲ
負
フ
ヘ
シ
）
な
ど
が
あ
っ
た
。
「
家
範
」
の
制
定
は
、
「
家
範
」
を
認
可
さ
れ
る
と
い
う
特
権
で
も
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
と
い

ｌ
奉
公
人
や
別
家
に
関
す
る
規
定
。

ヲ
得
」

「
商
家
の
家
憲
と
家
業
経
営
ｌ
明
治
期
の
豪
商
に
み
る
近
代
的
「
家
」
の
特
質
ｌ
」
『
社
会
学
評
論
」
四
四
（
二
）
、
一
九
九
三
、
一

九
二
六
。
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一
、
祖
先
を
敬
ひ
脊
族
の
親
睦
を
計
る
こ
と
。

一
、
旧
誼
功
労
者
を
尊
重
す
る
こ
と
。

弓
古
河
虎
之
助
君
伝
』
、
八
六
頁
）

（
昭
）
三
島
康
雄
、
『
阪
神
財
閥
野
村
・
山
口
・
川
崎
』
、
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
八
四
、
三
島
康
雄
「
明
治
後
半
期
の
川
崎
正
蔵
」
『
甲
南
経
営
研

究
』
第
十
九
巻
第
四
号
、
一
二
九
’
一
四
二
頁
、
一
九
七
九
。

（
Ｍ
）
項
目
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
尊
皇
と
宗
教
心
、
祖
先
の
祭
祀
、
勤
倹
、
文
武
道
、
慈
愛
、
陰
徳
、
身
の
程
度
、
飲
酒
戒
、
信
心
、
殖
財
産
、
益

友
と
損
友
、
存
続
、
婚
姻
、
同
盟
罷
工
、
真
誠
の
幸
福
、
騎
著
と
遊
情
、
美
術
品
の
処
分
、
家
僕
の
採
用
法
、
山
林
業
と
農
業
、
貸
地
と
貸
家
」

（
Ⅱ
）
古
河
家
の
経
営
に
当
時
関
わ
っ
て
い
た
原
敬
の
日
記
に
は
、
明
治
四
四
年
六
月
一
六
日
に
家
政
相
談
会
の
設
置
に
関
し
て
原
の
草
案
に
つ
い
て

陸
奥
廣
吉
よ
り
異
議
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
原
の
家
憲
草
案
第
七
條
に
「
家
政
二
関
シ
テ
ハ
地
位
名
望
ア
リ
テ
信
用
高
キ
人
ヲ
家
政
相

談
役
ト
ナ
ル
カ
又
ハ
我
家
二
旧
誼
功
労
ア
ル
者
ヲ
挙
ケ
テ
家
政
相
談
会
ヲ
設
ク
ル
カ
此
等
ノ
方
法
二
因
リ
テ
慎
重
二
家
政
ヲ
処
理
ス
ヘ
シ
」
と

あ
る
が
、
陸
奥
は
虎
之
助
の
先
代
の
潤
吉
生
存
中
と
同
様
に
、
彼
ら
を
「
使
用
人
の
位
置
」
に
置
こ
う
と
考
え
て
お
り
、
明
治
四
三
年
す
で
に

設
置
し
て
い
た
事
業
監
督
会
す
ら
こ
れ
を
望
ま
な
か
っ
た
と
い
う
。
原
と
陸
奥
の
間
の
見
解
の
相
違
は
、
古
河
の
「
家
」
の
経
営
を
ど
う
考
え

る
か
、
使
用
人
の
立
場
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
明
治
期
の
商
家
共
通
の
問
題
の
一
端
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
、
制
定
に
至
ら
な

か
っ
た
直
接
の
原
因
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
以
降
、
原
の
日
記
か
ら
古
河
家
家
憲
制
定
に
関
す
る
記
述
は
な
く
、
一
因
に
な
っ
て

い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
（
原
奎
一
郎
編
『
原
敬
日
記
』
第
四
巻
、
一
九
五
一
、
乾
元
社
）

（
皿
）
一
、
忠
君
愛
国
を
旨
と
し
、
公
共
に
貢
献
す
る
こ
と
。

一
、
慈
愛
救
伽
を
怠
ら
ぬ
こ
と
。

一
、
慈
愛
救
伽
を
怠
ら
ぬ
｝

（
皿
）
同
上
、
六
六
頁
。

（
９
）
古
河
虎
之
助
君
伝
記
編
蟇
会
、
「
古
河
虎
之
助
君
伝
』
、
古
河
鉱
業
、
一
九
五
三
。

一
、
窓
に
負
債
を
起
し
、
又
他
’

一
、
政
治
に
関
興
せ
ざ
る
こ
と
。

又
他
人

一
、
投
機
的
売
買
を
為
さ
ざ
る
こ
と
。

一
、
著
侈
を
戒
む
る
こ
と
。

の
債
務
を
保
証
せ
ざ
る
こ
と
。
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華
族
関
係
の
資
料
と
し
て

大
久
保
利
謙
、
『
華
族
制
の
創
出
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
。

霞
会
館
諸
家
資
料
調
査
委
員
会
編
、
『
華
族
制
度
資
料
集
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
。

霞
会
館
編
、
『
昭
和
新
修
華
族
家
系
大
成
」
上
、
下
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
、
一
九
八
四
。

酒
巻
芳
男
、
『
華
族
制
度
の
研
究
』
、
霞
会
館
、
一
九
八
七
。

（
山
本
実
彦
、
『
川
崎
正
蔵
』
、
秀
英
社
、
一
九
一
八
、
二
○
一
頁
）
・

（
妬
）
岩
崎
祖
堂
、
「
富
豪
名
門
の
家
憲
』
、
大
正
書
院
、
一
九
一
六
（
一
九
一
九
増
補
）
。

北
島
種
忠
、
『
家
憲
正
鑑
』
、
皇
道
会
、
一
九
二
一
（
一
九
二
九
）
・

（
船
）
森
村
商
事
株
式
会
社
、
『
森
村
商
事
株
式
会
社
創
業
こ
つ
年
』
、
森
村
商
事
株
式
会
社
、
一
九
七
七
。

（
Ⅳ
）
岩
川
清
周
、
『
藤
田
翁
言
行
録
』
（
明
治
期
鉄
道
史
資
料
集
第
２
集
（
８
）
）
、
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
八
一
（
再
収
）
。

（
肥
）
畠
山
秀
樹
、
「
筑
豊
麻
生
家
の
家
法
」
『
大
分
大
学
経
済
諭
集
』
、
三
六
－
六
、
一
九
八
五
。

「
貝
島
家
の
家
憲
」
「
大
分
大
学
経
済
論
集
』
三
七
－
一
、
一
九
八
五
。

（
岨
）
松
本
健
次
郎
、
「
撫
松
餘
韻
』
、
一
九
三
五
、
安
川
第
五
郎
、
「
回
顧
六
十
年
』
、
万
朝
報
社
、
一
九
五
二
お
よ
び
『
わ
が
回
想
録
』
、
百
泉
書
房
、

（
別
）
有
賀
喜
左
衛
門
、
「
鴻
池
家
の
家
憲
」
『
有
賀
喜
左
衛
門
著
作
集
』
Ⅶ
、
未
来
社
、
一
九
六
九
、
二
四
四
頁
。

一
九
七
○
。

（
東
京
大
学
・
家
族
社
会
学
歴
史
社
会
学
）
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