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は
　
じ
　
め
　
に

　
私
は
、
本
年
報
の
前
身
で
あ
る
『
東
洋
文
化
年
報
』
1
2
号
に

「
女
子
百
戸
牛
酒
に
つ
い
て
」
な
る
小
論
を
寄
せ
て
、
漢
代
に
賜

爵
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
す
べ
て
の
男
性
で
あ
っ
た
と
す
る
西
嶋

定
生
氏
の
説
に
異
を
唱
え
、
そ
れ
は
戸
主
で
あ
る
成
人
男
性
で

あ
っ
た
と
い
う
考
え
を
提
出
し
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
「
女
子
百

戸
牛
酒
」
の
「
女
子
」
を
す
べ
て
の
女
性
と
解
す
る
西
嶋
氏
の
説

を
し
り
ぞ
け
、
賜
爵
さ
れ
た
戸
主
の
妻
で
あ
る
成
人
女
性
で
あ
っ

た
と
考
え
た
。

　
「
女
子
亘
戸
牛
酒
」
の
「
百
戸
」
は
、
西
嶋
氏
が
い
み
じ
く
も

喝
破
さ
れ
た
よ
う
に
、
秦
漢
時
代
の
集
落
の
最
小
単
位
で
あ
る
里

で
あ
る
。
こ
の
里
共
同
体
に
対
し
て
牛
酒
が
下
賜
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
は
、
一
方
で
、
爵
も
ま
た
里
共
同
体
に
対
し
て
下
賜
さ
れ
た

で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
重
要
な
事
実

に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
秦
漢
の
人
民
が
な
ぜ
に
爵
な
る
も
の
を
欲
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
爵
に
は
い
か
な
る
特
権
が
付
随
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
対
す
る
一
つ
の
解
答
を
示

そ
う
と
し
た
の
が
本
稿
で
あ
る
。
識
者
の
御
教
示
を
お
願
い
し
た

い
。

　
　
　
　
　
二
　
爵
に
伴
う
特
権

　
西
嶋
氏
に
よ
れ
ば
、
「
従
来
の
研
究
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る

漢
代
有
爵
者
の
特
権
は
、
田
封
邑
授
与
、
剛
復
除
、
㈹
刑
罰
減

免
　
の
三
者
で
あ
る
。
」

　
こ
の
う
ち
封
邑
授
与
に
つ
い
て
は
、
「
列
侯
お
よ
び
関
内
侯
に

限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
第
十
八
級
大
庶
長
以
下
の
事
例
が

な
く
、
ま
し
て
第
八
級
公
乗
以
下
の
民
爵
所
持
者
に
は
関
係
の
な

い
こ
と
で
あ
っ
た
。
」

　
つ
ぎ
に
復
除
に
つ
い
て
は
、
『
漢
書
』
高
帝
紀
五
年
夏
五
月
の

条
に
、
「
七
大
夫
に
非
る
よ
り
以
下
は
皆
な
其
の
身
及
び
戸
を
復

し
て
事
と
す
る
勿
れ
」
と
あ
り
、
漢
初
に
は
低
爵
者
に
も
復
除
の
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恩
典
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
い
わ
ば
臨
時
の
措
置
で
あ
り
、
恒
常

的
に
低
爵
者
に
対
す
る
復
除
の
恩
典
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の

で
は
な
い
、
と
西
嶋
氏
は
考
え
ら
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
封
邑
授
与
な
ら
び
に
復
除
が
と
も
に
民
爵
所

持
者
に
は
関
係
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
知

ら
れ
て
い
る
漢
代
に
お
け
る
民
爵
所
持
者
の
特
権
は
刑
罰
の
減
免

と
い
う
こ
と
の
み
と
な
る
。
」

　
そ
こ
で
西
嶋
氏
は
、
刑
罰
減
免
を
示
す
と
考
え
ら
れ
た
い
く
つ

か
の
例
を
挙
げ
た
後
、
「
以
上
の
諸
例
に
よ
っ
て
み
れ
ば
漢
代
に

は
有
爵
者
の
特
権
と
し
て
刑
罰
減
免
と
い
う
こ
と
が
実
際
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
結
論
付
け
ら
れ
た
。
氏
は
、

『
礼
記
』
曲
礼
の
「
礼
は
庶
人
に
下
ら
ず
、
刑
は
大
夫
に
上
ら
ず
」

と
い
う
有
名
な
句
を
引
い
て
、
刑
罰
減
免
は
周
爵
（
五
等
爵
）
に

内
在
し
た
爵
の
本
質
的
機
能
の
一
面
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
と
把
握
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
刑
罰
減
免
は
民
爵
賜
与

の
第
一
義
の
目
的
で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
刑
罰
減
免
の
特
権
か
お
る
と
す
れ
ば
、
漢
代
の

ご
と
く
広
汎
に
民
爵
賜
与
が
行
わ
れ
て
い
る
ば
あ
い
に
は
、
そ

れ
は
庶
民
に
対
し
て
刑
罰
減
免
の
特
権
を
広
汎
に
賦
与
す
る
と

い
う
結
果
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
い
わ
ば
庶
民
を

し
て
罪
に
対
す
る
意
識
を
軽
減
さ
せ
る
も
の
と
な
り
、
逆
説
的

に
い
え
ば
普
遍
的
に
施
行
さ
れ
た
民
爵
賜
与
に
よ
っ
て
庶
民
に

罪
を
す
す
め
る
も
の
と
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

　
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
漢
代
有
爵
者
の
三
つ
の
特
権
の
う
ち
、

刑
罰
減
免
の
存
在
の
み
を
認
め
ら
れ
た
西
嶋
氏
は
、
し
か
し
、
そ

れ
を
し
も
民
爵
賜
与
の
第
一
義
的
な
も
の
で
は
な
い
、
と
主
張
さ

れ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
漢
代
の
庶
民
が
爵
な
る
も
の
を
欲
し
が
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
氏
は
、
従
来
な
さ
れ
て
き
た
研
究
は
、
「
こ

れ
が
君
主
か
ら
与
え
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
尊
厳
な
る
性
格
を
も
つ
、

と
い
う
理
解
の
仕
方
で
あ
り
、
（
中
略
）
そ
れ
も
一
方
的
に
君
主

か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
爵
に
価
値
か
お
る
、
と

い
う
理
解
の
仕
方
で
あ
っ
た
」
と
批
判
さ
れ
、
「
爵
が
庶
民
に

と
っ
て
貴
重
な
も
の
と
さ
れ
た
の
は
、
た
だ
そ
れ
が
支
配
者
と
し

て
君
臨
す
る
皇
帝
よ
り
賜
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

の
み
よ
る
の
で
は
な
く
、
爵
を
も
つ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
彼
等

が
な
ん
ら
か
の
実
効
を
得
て
い
た
か
ら
で
あ
る
、
と
考
え
ざ
る
を

え
な
い
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
正
し
い
態
度
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　
し
か
る
に
、
西
嶋
氏
は
、
爵
と
里
と
が
密
接
な
関
係
を
も
つ
と
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い
う
こ
と
を
強
調
さ
れ
る
あ
ま
り
（
そ
の
こ
と
自
体
は
誤
り
で
は
な

い
が
）
、
爵
が
里
の
秩
序
を
規
制
し
た
こ
と
を
示
す
事
例
と
し
て
、

『
晋
書
』
庚
峻
伝
所
載
の
庚
俊
の
上
言
の
中
の
「
開
閻
は
公
乗
を

以
て
其
の
郷
人
を
侮
る
」
と
い
う
表
現
を
引
き
、
民
爵
賜
与
の
第

｝
の
目
的
は
里
内
の
秩
序
維
持
に
あ
っ
た
、
と
い
う
結
論
を
導
き

出
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
結
論
は
、
氏
自
身
が
提
出
さ
れ
た
、
爵
を
有
す
る

こ
と
が
庶
民
に
と
っ
て
な
ん
ら
か
の
実
効
（
得
）
を
得
て
い
た
と

い
う
理
解
に
大
き
く
背
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
賜
爵
の
目
的
を
秩
序
の
維
持
に
あ
る
と
す
る
氏
の
考
え

方
に
対
す
る
批
判
は
後
述
す
る
。

　
結
局
、
漢
代
の
庶
民
の
賜
爵
に
伴
う
特
権
は
、
西
嶋
氏
の
考
証

で
は
刑
罰
の
減
免
に
尽
き
る
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

は
た
し
て
賜
爵
に
伴
う
刑
罰
減
免
と
い
う
特
権
は
実
在
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
明
解
に
答
え
ら
れ
た
の
は
冨
谷
至
氏
で

あ
る
。

　
諸
先
学
が
指
摘
し
て
き
た
爵
に
そ
な
わ
る
刑
罰
減
免
と
は
、
冨

谷
氏
に
よ
れ
ば
、
「
あ
る
一
定
の
爵
を
所
有
し
て
い
る
者
な
ら
ば
、

原
則
と
し
て
特
別
の
司
法
・
行
政
的
措
置
、
も
し
く
は
詔
に
代
表

さ
れ
る
上
か
ら
の
指
示
が
な
く
て
も
、
自
動
的
に
所
有
し
て
い
る

爵
で
も
っ
て
刑
罰
を
減
免
さ
せ
る
権
利
か
お
る
」
と
解
す
べ
き
で

あ
る
。
氏
は
、
そ
の
よ
う
な
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
文
献
史
料

を
仔
細
に
検
討
さ
れ
た
結
果
、
一
つ
と
し
て
刑
罰
減
免
の
特
権
を

実
証
す
る
確
実
な
例
は
な
か
っ
た
、
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、

二
十
等
爵
制
の
最
高
位
で
あ
る
列
侯
の
み
が
例
外
的
に
削
爵
に
よ

る
刑
減
免
が
行
わ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
冨
谷
氏
の
精
緻
な
考
証
に
基
づ
け
ば
、
西
嶋
氏
の
挙
げ
ら
れ
た

漢
代
有
爵
者
の
三
つ
の
特
権
は
す
べ
て
否
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
有
爵
者
の
有
す
る
特
権
と
は
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
節
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
三
　
二
十
等
爵
制
の
再
検
討

　
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
に
二
十
等
爵
制
を
述
べ
て

　
　
爵
、
一
級
曰
公
士
、
二
上
造
、
三
将
泉
、
四
不
更
、
五
大
夫
、

　
六
官
大
夫
、
七
公
大
夫
、
八
公
乗
、
九
五
大
夫
、
十
左
庶
長
、

　
十
一
右
庶
長
、
十
二
左
更
、
十
三
中
更
、
十
四
右
更
、
十
五
少

　
上
造
、
十
六
大
上
造
、
十
七
馴
車
庶
長
、
十
八
大
庶
長
、
十
九

　
関
内
公
、
二
十
徹
侯
。
皆
秦
制
。

と
あ
る
。
こ
の
表
を
見
て
注
意
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
諸
点
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を
次
に
挙
げ
る
。

　
二
）
皆
秦
制
（
み
な
秦
の
制
な
り
）
。
す
な
わ
ち
こ
の
爵
制
は

秦
の
制
度
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
（
二
）
　
一
級
の
公
士
が
最
下
位
で
あ
り
、
順
次
昇
級
し
て
最
高

位
の
徹
侯
に
至
る
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
庶
民

の
も
ら
え
る
爵
（
民
爵
）
は
八
級
の
公
乗
ま
で
で
あ
り
、
九
級
の

五
大
夫
以
上
は
官
爵
で
あ
る
。
し
か
し
、
従
来
の
研
究
で
は
こ
の

間
に
截
然
と
線
を
引
き
、
越
え
ら
れ
な
い
か
の
よ
う
に
解
し
て
き

た
傾
向
か
お
る
の
は
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
（
三
）
こ
の
二
十
等
爵
制
に
関
す
る
記
載
が
、
ほ
か
で
も
な
く
、

百
官
公
卿
表
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
見
逃
が
せ
な
い
。
こ
れ
は
、

爵
位
と
い
う
も
の
が
官
位
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
、
と
認
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
何
よ
り
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

　
右
の
三
点
に
つ
い
て
以
下
順
次
述
べ
て
ゆ
く
。

二
）
　
「
皆
秦
制
な
り
」
に
つ
い
て
。

『
漢
旧
儀
』
に

漢
承
秦
爵
二
十
等
、
以
賜
天
下
。
爵
者
、
禄
位
也
。

と
あ
り
、
漢
爵
が
秦
爵
を
踏
襲
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
『
漢

書
』
高
帝
五
年
夏
五
月
の
詔
に

　
爵
或
人
君
、
上
所
尊
礼
。
久
立
。
吏
前
曽
不
為
決
、
甚
亡
謂

也
。
異
日
、
秦
民
爵
公
大
夫
以
上
、
令
丞
与
充
礼
。
今
吾
於
爵
、

非
軽
也
。
吏
独
安
取
此
。

（
爵
は
或
い
は
人
君
に
し
て
、
上
の
尊
礼
す
る
と
こ
ろ
。
立
て
て
既
に

久
し
い
。
そ
れ
な
の
に
吏
が
い
つ
ま
で
も
決
着
を
つ
け
な
い
で
い
る
の

は
、
は
な
は
だ
筋
の
通
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
の
秦
で
は
、
爵

公
大
夫
以
上
で
あ
れ
ば
、
令
・
丞
と
対
等
の
礼
を
と
っ
て
い
た
。
い
ま

私
は
爵
位
を
軽
ん
じ
て
い
な
い
の
に
、
吏
独
り
が
ど
う
し
て
此
の
よ
う

な
対
応
を
取
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
）

と
あ
り
、
過
去
の
秦
に
お
い
て
有
爵
者
が
尊
敬
さ
れ
た
こ
と
を
述

べ
、
漢
も
こ
れ
に
倣
う
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　
秦
制
と
き
い
て
す
ぐ
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
前
四
世
紀
に
孝
公

に
認
め
ら
れ
て
新
し
い
制
度
を
創
出
し
た
、
か
の
商
鞍
の
変
法
で

あ
る
。
『
史
記
』
商
君
列
伝
に
よ
る
と
孝
公
は
変
法
を
始
め
る
に

先
立
っ
て
商
鉄
を
大
庶
長
に
し
て
い
る
が
、
変
法
以
前
に
秦
に
お

い
て
爵
制
が
し
か
れ
て
い
た
か
否
か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、

漢
爵
に
つ
な
が
る
秦
爵
は
商
鞍
の
と
き
に
創
り
出
さ
れ
た
も
の
で
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あ
ろ
う
。

　
商
靫
の
第
一
次
変
法
に

　
有
軍
功
者
、
各
以
率
受
上
爵
。

（
軍
事
上
の
功
績
あ
る
者
は
、
各
々
そ
の
割
合
に
応
じ
て
上
級
の
爵
位

を
受
け
る
。
）

と
あ
り
、
こ
の
条
は
『
菊
子
』
議
兵
篇
に

　
（
秦
人
）
使
天
下
之
民
、
所
以
要
利
於
上
者
、
非
闘
無
由
也
。

苦
而
用
之
、
得
而
後
功
之
。
功
賞
相
長
也
。
五
甲
首
而
隷
五
家
。

と
あ
る
の
と
相
応
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
列
伝
に

　
明
尊
卑
爵
秩
等
級
、
各
以
差
次
。
名
田
宅
臣
妾
衣
服
、
以
家

次
。

（
爵
秩
の
等
級
の
上
下
を
明
ら
か
に
し
て
、
各
々
そ
の
順
序
を
立
て
、

田
宅
・
臣
妾
・
衣
服
を
占
有
さ
せ
る
に
は
、
そ
の
家
の
爵
位
の
順
序
に

応
じ
て
、
等
級
を
越
え
な
い
よ
う
に
す
る
。
）

と
あ
り
、
こ
れ
は
『
商
君
書
』
境
内
篇
に

　
能
得
甲
首
一
者
、
賞
爵
一
級
。
益
田
一
頃
。
益
宅
五
畝
。
乞

庶
子
一
人
。
乃
得
入
兵
官
之
吏
。

（
甲
首
一
級
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
者
に
は
、
爵
一
級
を
賞
と
し
て
与

え
、
田
一
頃
を
益
し
、
宅
五
畝
を
益
し
、
庶
子
一
人
を
め
し
か
か
え
さ

せ
、
兵
官
の
吏
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
る
。
）

と
あ
る
の
と
相
応
じ
る
が
、
後
者
の
方
が
よ
り
詳
し
く
具
体
的
で

あ
る
。

　
こ
の
ほ
か
に
商
鋏
の
法
律
に
言
及
し
た
も
の
と
し
て
『
韓
非

子
』
定
法
篇
に

　
商
君
之
法
曰
。
斬
一
首
者
、
爵
一
級
。
欲
為
官
者
、
為
五
十

石
之
官
。
斬
二
首
者
、
爵
二
級
。
欲
為
官
、
為
百
石
之
官
。
官

爵
之
遷
、
与
斬
首
之
功
相
称
也
。

と
あ
り
、
爵
位
を
得
る
こ
と
が
官
位
を
得
る
道
で
あ
る
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
る
。

　
実
を
い
う
と
、
こ
れ
ら
の
商
鞍
の
爵
制
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

西
嶋
氏
に
論
述
が
あ
り
、
私
は
た
だ
氏
の
高
説
を
な
ぞ
っ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
。
氏
は
、
「
商
鞍
爵
制
に
お
け
る
特
権
」
な
る
項
を

設
け
、
結
論
と
し
て
、
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商
鞍
爵
制
に
お
い
て
は
、
賜
爵
が
単
に
爵
級
を
授
与
す
る
と

い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
具
体
的
な
褒
賞
を
伴
う
も
の
で
あ

り
、
そ
の
褒
賞
の
内
容
は
剛
田
宅
給
与
、
関
庶
子
役
使
、
即

仕
官
資
格
授
与
の
三
点
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
妥
当
な
解
釈
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
る
に
氏
は
せ
っ
か
く
成
し
遂
げ
た
自
身
の
正
し
い
解
釈
を

捨
て
て
、
「
周
爵
も
秦
爵
も
、
爵
制
自
体
の
も
つ
理
念
は
と
も
に

求
心
的
な
秩
序
の
実
現
に
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
」

と
さ
れ
、
自
ら
の
検
討
の
結
果
、
「
商
靫
爵
制
に
み
ら
れ
る
有
爵

者
の
具
体
的
な
特
権
は
、
爵
そ
の
も
の
の
本
質
的
な
機
能
と
は
直

接
的
に
は
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
」

と
結
論
付
け
ら
れ
た
。

　
西
嶋
氏
の
爵
制
理
解
に
は
、
爵
と
い
う
も
の
は
、
ま
ず
秩
序
維

持
な
り
身
分
形
成
な
り
の
た
め
に
の
み
存
在
す
る
と
い
う
、
い
わ

ば
爵
を
与
え
る
側
の
上
か
ら
の
観
点
が
優
先
さ
れ
て
、
そ
れ
を
受

け
と
る
（
授
与
さ
れ
る
）
側
の
下
か
ら
の
観
点
が
見
事
に
欠
落
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、
百
官
公
卿
表
の
「
秦
制

な
り
」
と
い
う
記
述
も
無
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
賜
爵
に

よ
っ
て
庶
民
が
喜
び
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
が
、
氏
の
解
釈
か
ら

は
、
残
念
な
が
ら
出
て
こ
な
い
よ
う
に
受
け
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　
す
ぐ
れ
た
改
革
者
は
ま
た
す
ぐ
れ
た
心
理
学
者
で
も
あ
る
。
商

鞍
は
、
賜
爵
と
そ
れ
に
伴
う
特
権
を
与
え
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
改

革
に
成
功
し
た
に
ち
が
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
漢
代
の
爵
制
も

な
ん
ら
か
の
点
に
お
い
て
、
商
靫
爵
制
の
も
つ
爵
に
伴
う
褒
賞
な

り
特
権
な
り
を
継
承
し
て
具
備
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
節
で
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

四
　
賜
爵
の
有
資
格
者
と
無
資
格
者

　
賜
爵
さ
れ
る
資
格
を
有
す
る
者
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

里
共
同
体
の
一
員
で
、
か
つ
妻
帯
し
て
い
る
良
民
で
あ
り
生
業
は

農
業
で
あ
っ
た
、
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
未
成
年
者
で
父
の
後

を
継
ぐ
者
が
含
ま
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
い
ま
は
し
ば
ら
く
措
く
）
。

里
共
同
体
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
用
の
土
地
が
保
有
さ
れ
、
賜
爵

の
有
資
格
者
が
農
業
を
営
む
た
め
の
耕
作
地
が
保
証
さ
れ
て
い
た

は
ず
で
あ
る
。

　
賜
爵
さ
れ
る
資
格
を
欠
く
者
は
多
種
多
様
で
あ
る
。
ま
ず
、
奴

隷
（
臣
妾
・
奴
婢
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
つ
い
で
「
七
科
の
謎
」
に

数
え
ら
れ
た
次
の
よ
う
な
人
人
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
旧
吏
の
罪
を
犯
し
た
も
の
、
剛
戸
籍
よ
り
脱
漏
し
て
い
る
も

の
、
㈲
婿
養
子
と
な
っ
て
い
る
も
の
、
㈲
商
人
、
㈲
か
つ
て
商
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人
で
あ
っ
た
も
の
、
㈲
父
母
が
商
人
で
あ
っ
た
も
の
、
巾
祖
父

母
が
商
人
で
あ
っ
た
も
の
。

　
こ
の
ほ
か
に
医
者
・
工
員
も
賤
民
と
さ
れ
て
賜
爵
の
対
象
か
ら

除
外
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
れ
ら
の
賜
爵
か
ら
疎
外
さ
れ
た
人
々
の
中
で
も
っ
と
も
目
立

つ
の
は
商
人
で
あ
る
。
商
君
列
伝
に

　
大
小
修
力
、
本
業
耕
織
、
致
粟
帛
多
者
、
復
其
身
。
事
末
利
、

及
怠
而
貧
者
、
挙
以
為
収
摯
。

と
あ
り
、
農
耕
・
紡
織
を
本
業
と
し
て
穀
物
・
繊
維
を
供
出
す
る

こ
と
が
多
い
者
に
は
労
役
を
免
除
す
る
が
、
末
利
す
な
わ
ち
商
工

業
に
従
事
し
た
り
、
農
業
を
怠
け
て
貧
し
い
者
は
、
調
べ
あ
げ
て

妻
子
な
ど
を
官
奴
隷
と
す
る
、
と
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
劉
邦
が
漢
王
朝
を
開
い
た
と
き
も
抑
商
政
策
を
採
用
し
た
こ
と

は
、
『
史
記
』
平
準
書
に

　
天
下
已
平
。
高
祖
乃
令
買
人
不
得
衣
絲
乗
車
。
重
租
税
以
困

辱
之
。

と
あ
り
、
商
人
が
絹
を
ま
と
っ
た
り
、
車
に
乗
る
こ
と
を
禁
じ
た

上
に
、
租
税
を
重
く
し
て
彼
ら
を
困
ら
せ
て
い
る
。

　
右
の
文
に
続
け
て
平
準
書
に

　
　
孝
恵
・
高
后
時
。
為
天
下
初
定
。
復
弛
商
背
之
律
。
然
市
井

　
○
O
O
　
　
0
0
0
0
0
0
0

之
子
孫
、
亦
不
得
仕
宦
為
吏
。

と
あ
り
、
恵
帝
・
呂
后
の
治
世
に
は
、
世
の
中
が
安
定
し
て
き
た

の
で
抑
商
政
策
を
ゆ
る
め
た
が
、
そ
れ
で
も
、
商
人
の
子
孫
が
仕

官
し
て
吏
に
な
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
た
、
と
明
記
し
て
い
る
。
別

の
側
面
か
ら
観
れ
ば
、
商
人
な
ら
ぬ
有
爵
者
は
、
仕
官
を
望
め
ば

吏
と
な
る
権
利
を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
武
帝
の
治
世
に
入
っ
て
、
北
辺
で
匈
奴
と
戦
端
を
開
く
に
及
ん

で
、
物
資
が
不
足
し
て
き
た
た
め
に
、
「
物
を
入
る
る
者
は
官
に

補
し
、
貨
を
出
す
者
は
罪
を
除
く
。
選
挙
陵
遅
し
、
廉
恥
相
冒

す
」
と
平
準
書
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
選
挙
」
と
は
官
吏
の
任
用

法
の
こ
と
で
、
こ
れ
が
衰
退
し
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
司
馬
遷
は
、
有
爵
者
の
み
を
仕
官
権
所
有
者
と
し
て
、
商
人
な

ど
を
排
除
す
る
官
吏
任
用
法
を
正
し
い
も
の
と
信
じ
て
い
た
。
そ

し
て
、
そ
の
正
し
い
と
信
じ
る
任
用
法
を
「
吏
道
」
と
よ
ん
で
い

る
。
平
準
書
に
、
武
功
爵
を
制
定
し
た
の
ち
の
こ
と
と
し
て
、
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諸
買
武
功
爵
官
首
者
、
試
補
吏
、
先
除
。
千
夫
如
五
大
夫
。

　
其
有
罪
又
減
二
等
。
爵
得
至
楽
卿
。
以
顕
軍
功
。
軍
功
多
、
用

　
越
等
。
大
者
封
侯
卿
大
夫
、
小
者
郎
吏
。
吏
道
雑
而
多
端
、
則

　
官
職
耗
廃
。

と
あ
り
、
武
功
爵
を
買
う
者
が
官
吏
と
さ
れ
、
吏
道
が
粗
雑
に

な
っ
た
こ
と
を
慨
嘆
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
塩
鉄
が
専
売
に
さ
れ
た
た
め
に

　
　
使
孔
僅
・
東
郭
咸
陽
乗
伝
、
挙
行
天
下
塩
鉄
、
作
官
府
。
除

　
○
○
○
0
0
0
0
0
　
　
0
0
0
0
0
0
　
　
0
0
0
0
0

　
故
塩
鉄
家
富
者
為
吏
。
吏
道
益
雑
不
選
、
而
多
買
人
矣
。

と
い
う
よ
う
な
結
果
を
招
い
て
、
商
人
が
官
吏
に
採
用
さ
れ
た
こ

と
を
嘆
い
て
い
る
。

　
平
準
書
に
は
、
別
に

　
　
入
財
者
、
得
補
郎
。
郎
選
衰
矣
。

と
あ
り
、
財
力
に
も
の
を
言
わ
せ
て
郎
官
に
補
せ
ら
れ
る
こ
と
も

で
き
た
た
め
、
郎
の
選
挙
が
衰
退
し
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
以
上
、
平
準
書
に
拠
っ
て
、
商
人
が
財
力
に
よ
っ
て
官
吏
と
な

る
こ
と
を
得
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
本

来
、
官
吏
採
用
に
有
り
う
べ
き
こ
と
で
は
な
く
、
爵
保
有
者
の
み

を
官
吏
と
す
る
と
い
う
原
則
を
歪
曲
し
た
こ
と
を
司
馬
遷
が
強
く

批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
冗
長

な
筆
を
弄
し
て
き
た
が
、
漢
代
の
有
爵
者
は
、
官
吏
と
な
る
資
格

を
所
有
し
た
者
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
賜
爵
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
は
任
官
権
を
取
得
し
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
そ

牛
酒
を
も
っ
て
、
里
社
を
祭
り
、
群
飲
し
て
里
を
あ
げ
て
祝
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
五
　
二
十
等
爵
制
の
連
続
性
に
つ
い
て

　
こ
の
節
は
既
述
の
（
二
）
民
爵
か
ら
官
爵
に
至
る
道
な
ら
び
に

い
わ
ゆ
る
民
爵
所
有
者
が
下
級
官
吏
に
な
り
え
た
こ
と
に
つ
い
て

述
べ
る
。
二
十
等
の
爵
は
、
一
つ
の
階
梯
を
な
し
て
お
り
連
続
し

た
も
の
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
民
爵
と

官
爵
を
分
け
る
こ
と
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
民
爵
か
ら
官
爵
へ
至

る
道
を
閉
ざ
し
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。

　
漢
代
の
官
吏
登
用
法
に
関
し
て
は
、
福
井
重
雅
氏
の
労
作
か
お

り
、
ま
ず
こ
れ
に
拠
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
氏
に
よ
れ
ば
、
漢
代
の
官
吏
登
用
に
は
、
「
選
挙
」
と
「
畔
召
」
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の
二
途
が
あ
る
。

　
こ
の
う
ち
前
者
の
選
挙
と
は
、
原
則
と
し
て
三
公
・
九
卿
・

刺
史
（
州
牧
）
・
太
守
・
国
相
な
ど
の
中
央
や
地
方
の
長
官
が
、

所
轄
官
庁
や
任
地
の
官
僚
な
い
し
庶
民
を
対
象
と
し
て
、
彼
ら

の
中
か
ら
一
定
の
資
格
に
該
当
す
る
人
物
を
選
出
し
、
挙
用
す

る
制
度
を
い
う
。
（
傍
点
は
筆
者
）

　
た
だ
し
、
「
選
挙
」
と
い
う
こ
と
ば

は
「
郷
挙
里
選
」
に
由
来
す
る
が
、
こ

の
四
字
は
漢
代
の
史
籍
に
は
ほ
と
ん
ど

出
て
来
な
い
。
ゆ
え
に
氏
は
、
「
選
挙
」

よ
り
も
「
察
挙
」
の
語
を
使
用
す
る
方

が
適
当
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
漢
代
の
察
挙
は
、
賢
良
・
方
正
と
孝

廉
と
博
士
弟
子
の
三
科
に
分
類
さ
れ
る
。

こ
の
う
ち
孝
廉
は
「
地
方
の
郡
や
州
の

選
衡
を
母
胎
と
し
て
、
当
該
地
方
に
所

属
す
る
下
級
官
僚
や
一
般
庶
民
を
選
抜

し
、
就
官
さ
せ
る
制
度
で
あ
る
」
。

　
こ
う
し
て
ひ
と
た
び
官
位
に
就
け
ば
、

さ
ら
に
賢
良
・
方
正
の
察
挙
制
度
が
あ
り
、
秩
比
二
千
石
以
上
の

最
高
官
僚
層
に
察
挙
さ
れ
て
、
秩
四
百
石
以
下
の
下
級
官
僚
層
が

秩
比
六
百
石
以
上
、
秩
干
石
以
下
の
上
級
官
僚
層
に
昇
進
す
る
。

　
氏
は
、
周
到
に
「
察
挙
制
度
と
爵
制
」
な
る
節
を
設
け
て
、
二

十
等
爵
制
と
官
位
秩
禄
と
を
対
比
し
た
表
を
作
成
し
て
両
者
の
関

連
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る
。
い
ま
そ
の
表
を
借
り
て
左
に
録

す
。

圖表XIV　漢代の二十等爵と官秩・女官との對比

爵級 爵　　栃 官位秩緑 女官mm

(諸侯王) (丞　相) 昭　　儀

20 徹(列)侯 上　　卿 捷　　仔

19 関内侯 中二千石 姪　　蛾

18 大庶長

17 馴車庶畏

16 大上造 侃二千石 熔　　華

15 少上造 二.干石 美　　人

14 右　　更

13 中　　更 千　　石 八　　子

12 左　　更 千　　石 充　　依

11 右庶長 八百石 七　　子

10 左庶長 八百石 良　　人

９ 五大夫 六百石 長　　使

８ 公　　乗 ｜　四百石 少　　使

７ 公大夫 三百石 五　　官

６ 官大夫 二百石 順　　常

５ 大　　夫

百　　石

無　　酒

４ 不　　更 共　　和

３ 将　　揚 娯　　蜜

２ 上　　造 保　　林

１ 公　　士 良　　使

夜　　者

有秩斗食
上家人子

中家人子
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福
井
氏
に
よ
る
と
、
官
位
と
爵
位
と
の
結
合
が
も
っ
と
も
明
確

に
な
っ
て
い
る
の
は
、
秩
六
百
石
と
爵
五
大
夫
（
官
爵
の
最
下
級
）

と
の
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
氏
は
こ
の
両
者
の
関
係
を
重
視
し
、

一
項
を
設
け
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
五
大
夫
の
一
級
下
の
公
乗
は

民
爵
の
最
高
位
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
間
に
は
越
え
が
た
い
深
い

溝
か
お
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
も
し
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は

乗
り
越
え
る
こ
と
の
絶
対
で
き
な
い
線
で
は
な
く
、
察
挙
に
よ
っ

て
官
爵
へ
の
道
が
開
け
て
い
た
こ
と
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
福
井

氏
自
身
が
考
証
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

　
ま
た
、
民
爵
と
い
う
呼
称
か
ら
公
乗
以
下
の
有
爵
者
が
官
位
に

つ
け
な
い
と
い
う
誤
解
が
生
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
す
で

に
前
掲
の
福
井
氏
の
示
さ
れ
た
表
の
よ
う
に
、
民
爵
を
有
し
て
官

吏
と
な
っ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
こ
と
は
、
百
官
公
卿
表
に
地
方
政
治
制
度
を
述
べ
て
。

　
　
県
令
長
、
皆
秦
官
。
掌
治
其
県
。
万
戸
以
上
為
令
。
秩
千
石

　
至
六
百
石
。
減
万
戸
為
長
。
秩
五
百
石
至
三
百
石
。
皆
有
丞
尉
。

　
秩
四
百
石
至
二
百
石
、
是
為
長
吏
。
百
石
以
下
、
有
斗
食
佐
史

　
之
秩
。
是
為
少
吏
。

と
あ
り
、
県
の
規
模
が
万
戸
以
下
で
あ
れ
ば
、
三
百
石
以
上
五
百

石
以
下
で
採
用
さ
れ
る
県
知
事
も
あ
っ
た
わ
け
で
、
秩
六
百
石
す

な
わ
ち
爵
五
大
夫
に
な
ら
な
け
れ
ば
官
吏
に
な
れ
な
か
っ
た
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
長
吏
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
た
と
え
少
吏
と

よ
ば
れ
る
下
級
官
吏
に
し
て
も
有
爵
者
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
得
ら

れ
た
地
位
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
百
官
公
卿
表
に
右
掲
の
文
に
続
い
て

　
　
大
率
十
里
コ
苧
。
亭
有
長
。
十
亭
一
郷
。
郷
有
三
老
・
有

　
秩
・
嗇
夫
・
游
微
。
三
老
掌
教
化
。
嗇
夫
職
聴
訟
収
賦
税
。
游

　
微
微
循
盗
賊
。

と
あ
る
。

　
漢
代
の
地
方
政
治
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
宮
崎
市
定
氏
に
論
及

が
あ
る
。
氏
は
、
「
漢
代
に
は
三
老
が
一
般
に
尊
敬
さ
れ
た
る
は

周
知
の
事
実
で
、
漢
末
赤
眉
の
賊
は
そ
の
衆
を
部
分
す
る
に
一
営

万
人
の
長
を
三
老
と
称
せ
し
め
た
。
蓋
し
一
般
無
智
の
下
民
に
は

六
ヶ
敷
い
朝
廷
の
官
職
よ
り
も
郷
里
の
三
老
の
方
が
遥
か
に
有
難

い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、
三
老
と
並
ぶ
有
秩
・

嗇
夫
に
つ
い
て
は
、
［
有
秩
は
郡
に
、
嗇
夫
は
県
に
任
命
さ
れ
る

が
、
恐
ら
く
郷
人
の
意
向
を
参
酌
し
て
決
定
さ
れ
た
り
し
な
る
可
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く
、
必
ず
し
も
投
票
選
挙
は
存
在
せ
ざ
る
も
、
郷
有
力
者
の
談
合

協
議
が
郷
の
輿
論
を
反
映
し
て
意
見
の
具
陳
が
行
わ
れ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
」
と
推
測
し
て
お
ら
れ
る
。

　
氏
の
よ
う
に
郡
、
県
に
任
命
さ
れ
る
官
吏
の
任
用
に
つ
い
て
郷

人
の
意
見
が
反
映
し
た
と
み
る
見
方
は
非
常
に
興
味
深
く
、
か
の

女
子
百
戸
に
牛
酒
を
給
し
、
し
か
る
の
ち
、
五
日
間
の
群
飲
を
許

し
た
と
い
う
が
、
こ
の
期
間
に
話
し
合
い
を
行
い
意
見
を
集
約
し

て
い
た
こ
と
と
想
像
さ
れ
る
。

　
少
し
横
道
に
そ
れ
た
が
、
私
の
言
わ
ん
と
す
る
所
は
、
要
す
る

に
、
民
爵
を
有
し
た
者
は
、
下
級
官
吏
に
な
る
機
会
、
あ
る
い
は

そ
れ
を
選
ぶ
と
き
に
あ
る
程
度
の
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
ら

れ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

　
私
は
、
か
つ
て
「
爵
賦
制
国
家
（
古
代
国
家
）
に
お
い
て
は
、

民
爵
を
所
持
す
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
支
配
階
級
の
側
に
所
属

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
爵
を
所
有
す
る
こ
と
は
、
こ
の

古
代
国
家
に
あ
っ
て
は
、
何
よ
り
も
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
」

と
述
べ
た
。
今
回
述
べ
て
来
た
こ
と
も
こ
の
結
論
と
合
致
す
る
。

六
　
お
　
わ
　
り
　
に

前
節
の
末
尾
に
述
べ
た
こ
と
が
本
稿
の
結
論
で
あ
る
と
い
え
る
。

里
共
同
体
の
一
員
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
賜
爵
の
対

象
と
な
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
里
共
同
体
の
存
立
の
基
礎
で
あ

る
共
有
の
耕
地
の
一
部
を
保
有
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
つ
い

に
は
、
下
級
官
吏
と
な
る
権
利
（
任
官
権
）
を
得
る
こ
と
も
で
き

る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
結
果
で
あ
れ
ば
、
だ
れ
し
も
爵
を
欲
す
る
の
は
当
然

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
問
題
は
こ
れ
で
解
決
し
た
の
で
は
な
い
。

里
共
同
体
の
成
員
同
士
の
関
係
を
和
気
あ
い
あ
い
と
し
た
状
態
と

解
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
父
老
層
と
子
弟
層
の
対
立
し
た
緊
張
し

た
関
係
と
解
す
る
か
、
立
場
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
本
稿

で
は
、
そ
の
よ
う
な
分
析
、
考
察
に
は
立
ち
入
っ
て
い
な
い
。
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。

註
（
１
）
　
追
手
門
学
院
大
学
文
学
部
東
洋
文
化
学
科
、
一
九
九
七
。

（
２
）
　
西
嶋
定
生
『
中
国
古
代
帝
国
の
形
成
と
構
造
－
二
十
等
爵
制
の

　
　
　
研
究
－
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
一
。
以
下
、
い
ち
い

　
　
　
ち
こ
の
高
著
に
言
及
す
る
こ
と
を
避
け
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

（
３
）
　
庚
峻
の
上
言
に

　
　
　
　
泰
塞
斯
路
、
利
出
一
官
。
唯
有
処
士
之
名
、
而
無
爵
列
于
朝

　
　
　
者
。
商
君
謂
之
六
娼
、
韓
非
謂
之
五
嶽
。
時
不
知
徳
、
唯
爵
是

　
　
　
聞
。
故
間
閻
以
乗
侮
其
郷
人
、
郎
中
以
上
爵
傲
其
父
兄
。
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と
あ
る
。

（
４
）
　
冨
谷
至
「
秦
漢
二
十
等
爵
制
と
刑
罰
の
減
免
」
京
大
人
文
研

　
　
　
『
前
近
代
中
国
の
刑
罰
』
　
一
九
五
六
所
収
。
の
ち
同
氏
『
泰
漢

　
　
　
刑
罰
制
度
の
研
究
』
同
朋
舎
、
一
九
九
八
所
収
。

（
５
）
　
守
屋
美
都
雄
「
漢
代
爵
制
の
源
流
と
し
て
見
た
る
商
鋏
爵
制
の

　
　
　
研
究
」
　
東
方
学
報
京
都
二
七
、
同
氏
『
中
国
古
代
の
家
族
と

　
　
　
国
家
』
　
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
六
八
所
収
。

（
６
）
　
こ
の
文
の
「
功
賞
相
長
也
」
を
私
は
か
つ
て
「
功
賞
を
も
っ
て

　
　
　
人
民
相
互
間
に
君
長
た
ら
し
た
」
と
解
し
た
が
　
（
「
商
靫
の
帳

　
　
　
田
に
つ
い
て
」
『
東
方
学
』
四
六
、
一
九
七
三
）
、
今
回
、
守
屋

　
　
　
氏
に
従
っ
て
、
「
功
と
賞
と
は
相
に
長
ず
」
と
よ
み
、
商
鞍
以

　
　
　
来
の
秦
の
功
と
賞
と
の
並
行
関
係
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
と
解

　
　
　
し
た
い
。

（
７
）
　
私
は
肝
昭
を
大
道
で
あ
る
と
考
証
し
首
唱
し
た
が
、
そ
れ
で
能

　
　
　
事
お
わ
れ
り
と
し
た
の
で
は
な
い
。
未
だ
明
証
を
得
な
い
が
、

　
　
　
一
里
百
家
の
耕
地
を
区
画
す
る
境
界
で
あ
る
こ
と
も
述
べ
て
お

　
　
　
い
た
（
「
肝
昭
の
研
究
」
、
『
東
方
学
』
三
八
、
一
九
六
九
）
。

（
８
）
　
『
漢
書
』
武
帝
紀
天
漢
四
年
の
条
の
七
科
話
の
注
に

　
　
　
　
張
晏
曰
。
吏
有
罪
一
、
亡
人
二
、
贅
婿
三
、
買
人
四
、
故
有

　
　
　
市
籍
者
五
、
父
母
有
市
籍
六
、
大
父
母
有
市
籍
七
、
凡
七
科
也
。

　
　
　
と
あ
る
。
西
嶋
氏
は
贅
婿
を
「
債
務
奴
隷
」
と
解
し
て
お
ら
れ

　
　
　
る
が
、
入
り
婿
（
婿
養
子
）
と
す
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
９
）
　
福
井
重
雅
『
満
代
官
吏
登
用
制
度
の
研
究
』
創
文
社
、
一
九
八

　
　
　
八
。

　
　
　
宮
崎
市
定
氏
は
、
「
前
後
四
百
年
に
亙
る
官
吏
登
用
制
度
を
確

　
　
　
実
な
る
史
料
に
基
き
、
実
証
的
に
整
理
し
、
理
解
し
た
上
で
、

　
　
　
体
系
的
に
構
成
し
た
好
著
で
あ
る
」
と
高
く
評
価
し
て
お
ら
れ

　
　
　
る
『
創
文
』
二
九
九
、
一
九
八
九
。
（
宮
崎
全
集
2
3
隨
筆
集
所

　
　
　
収
）
。

（
1
0
）
　
宮
崎
市
定
「
読
史
笥
記
ヒ
二
　
漢
代
の
郷
制
（
『
史
林
』
二
｝
－

　
　
　
一
、
一
九
三
六
。
同
全
集
1
7
中
国
文
明
　
所
収
）
。

（
Ｈ
）
　
拙
稿
「
漢
代
に
お
け
る
国
家
財
政
に
つ
い
て
」
（
『
史
林
』
六

　
　
　
九
－
三
、
一
九
八
六
。
拙
著
『
中
国
古
代
国
家
論
集
』
精
興
社
、

　
　
　
一
九
九
〇
所
収
）
。

一
Ｑ
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