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論
説明

清
時
代
の
錮
婢
に
か
か
わ
る
社
会
通
念

五　

味　

知　

子

は
じ
め
に

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
明
清
時
代
の
女
性
の
貞
節
に
対
す
る
称
賛
と
そ
の
実
態
に
つ
い
て
興
味
を
持
っ
て
き
た
。
明
清
時
代
に
お
い

て
、
女
性
に
対
す
る
貞
節
の
要
求
が
最
も
高
ま
っ
た
こ
と
は
、
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る

（
１
）

。
こ
こ
で
考
え
て
み
た
い
の
は
、
貞
節
が
求

め
ら
れ
る
の
は
、
い
か
な
る
社
会
階
層
の
女
性
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
父
系
血
縁
を
も
と
に
形
成

さ
れ
た
家
の
秩
序
は
、
子
孫
が
そ
の
父
系
の
血
を
引
い
て
い
る
こ
と
を
基
盤
と
し
て
い
る
。
父
系
の
血
統
の
純
粋
性
を
保
証
す
る
こ

と
が
、
女
性
に
対
す
る
貞
節
要
求
の
根
底
に
あ
る
。
こ
れ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
貞
節
が
求
め
ら
れ
る
の
は
、
守
る
べ
き
「
家
」
の

あ
る
女
性
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
嘉
慶
二
一
年
（
一
八
一
六
）
の
礼
部
則
例
で
は
、
婢
・
僕
婦
や
尼
僧
・
道
姑
な
ど
、
本
来
守
る
べ
き
自
分
の
「
家
」

を
持
た
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
女
性
た
ち
ま
で
、貞
節
表
彰
の
対
象
に
含
ま
れ
て
い
た

（
２
）
。
婢
の
家
が
主
人
の
家
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
婢
に
求
め
ら
れ
る
忠
誠
や
貞
節
は
い
っ
た
い
誰
に
対
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
解
明
す
る
に
は
、
婢
の
婚
姻
に
つ
い
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て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

婢
を
終
身
嫁
が
せ
ず
に
服
役
さ
せ
る
こ
と
を
当
時
の
史
料
で
は
「
錮
婢
」
と
い
う
。
錮
婢
を
禁
じ
る
旨
の
条
例
が
で
き
た
の
は
、

雍
正
十
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。「
嫁
娶
違
律
主
婚
媒
人
罪
律
」
に
付
さ
れ
た
条
例
の
中
で
、
主
人
に
婢
を
結
婚
さ
せ
る
責
任
を
認
め

た
の
で
あ
っ
た

（
３
）

。
本
稿
で
は
、
錮
婢
を
禁
じ
る
こ
の
よ
う
な
法
令
が
で
き
た
背
景
と
な
る
社
会
通
念
上
の
変
化
に
目
を
向
け
、
婢
を

め
ぐ
る
規
範
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

奴
婢
に
か
か
わ
る
先
行
研
究
は
多
い
が
、
か
つ
て
は
奴
婢
と
主
人
と
い
う
よ
う
に
、
階
層
差
に
着
目
し
た
も
の
が
多
く
、
下
僕
と
婢

の
性
差
を
分
析
す
る
も
の
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た

（
４
）

。
近
年
、
明
清
時
代
の
婢
に
焦
点
を
絞
っ
た
研
究
書
が
刊
行
さ
れ
（
５
）

、
近
代
史
で

も
婢
に
関
す
る
論
文
が
増
え
て
き
て
お
り
、
下
僕
と
は
異
な
る
婢
な
ら
で
は
の
特
徴
に
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た

（
６
）

。

本
稿
の
論
点
は
錮
婢
禁
止
の
背
景
と
な
る
社
会
通
念
に
あ
る
た
め
、
特
に
そ
れ
と
か
か
わ
り
の
あ
る
二
種
類
の
研
究
を
整
理
す
る

こ
と
か
ら
始
め
る
。
第
一
は
、
清
代
の
法
律
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
着
目
し
て
分
析
し
た
マ
シ
ュ
ー
・
ソ
マ
ー
氏
の
研
究
で
あ
る

（
７
）

。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
清
代
、
と
く
に
雍
正
年
間
は
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
規
制
の
分
水
嶺
で
あ
り
、
古
く
か
ら
の
身
分
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
つ

い
て
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
い
う
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
屈
し
た
と
き
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
身
分
に

よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
モ
ラ
ル
の
異
な
る
時
代
か
ら
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
モ
ラ
ル
に
差
が
あ
る
時
代
へ
の
変
化
で

あ
っ
た
。
こ
の
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
雍
正
年
間
の
新
し
い
立
法
の
累
積
的
効
果
と
、
そ
れ
に
続
く
乾
隆
年
間
の
補
足
的
法
律
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
。
ソ
マ
ー
氏
に
よ
れ
ば
、
家
長
が
僕
婦
を
性
的
に
犯
す
こ
と
を
禁
じ
る
法
律
や
、
主
人
に
婢
を
嫁
が
せ
る
責
任

を
認
め
る
法
律
も
、
こ
の
一
連
の
流
れ
の
一
部
で
あ
り
、
婚
姻
と
貞
節
に
つ
い
て
の
規
範
を
服
役
す
る
女
性
に
ま
で
広
げ
、
婚
姻
外

の
性
関
係
を
す
べ
て
の
女
性
に
禁
止
し
よ
う
と
す
る
傾
向
と
も
一
致
し
て
い
る

（
８
）
。

第
二
の
先
行
研
究
は
奴
婢
の
身
分
に
関
す
る
も
の
で
あ
る

（
９
）
。
奴
婢
の
身
分
に
つ
い
て
の
法
規
定
を
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
基
づ
い
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て
整
理
す
れ
ば
、明
代
の
規
定
で
は
、奴
婢
は
功
臣
に
給
賜
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、庶
民
の
奴
婢
所
有
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、

明
中
期
以
降
の
現
実
を
見
れ
ば
、
官
僚
の
家
に
は
人
身
売
買
、
投
靠
に
よ
る
多
量
の
労
働
力
（
無
期
的
服
役
労
働
者
）
が
お
り
、
庶

民
層
も
階
層
分
化
し
て
、
無
期
的
労
働
力
（「
義
男
」「
義
女
」「
雇
工
人
」
と
呼
称
）
を
保
持
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
法
律
上
、
庶

民
の
家
に
奴
婢
は
存
在
し
な
い
た
め
、
法
的
に
は
雇
工
人
か
義
子
孫
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
清
初
に
お
い
て
も
、
庶
民
の
奴
婢
保
有
禁

止
は
な
お
一
定
の
規
制
力
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
規
定
が
大
き
く
変
化
す
る
の
は
、
雍
正
五
年
の
こ
と
で
あ
り
、
条
件
に
合

え
ば
、
庶
民
で
あ
っ
て
も
公
的
に
奴
婢
と
し
て
の
保
有
が
可
能
に
な
っ
た
。
そ
の
条
件
と
は
、
①
奴
婢
間
に
生
ま
れ
た
者
、
②
紅
契

で
買
っ
た
奴
僕
、
③
雍
正
五
年
以
前
に
白
契
で
買
っ
た
奴
僕
、
④
投
靠
し
て
長
年
養
育
さ
れ
た
者
、
⑤
投
靠
し
て
婢
女
を
妻
帯
せ
し

め
ら
れ
、
子
息
を
有
す
る
者
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
①
と
⑤
は
奴
僕
と
婢
の
婚
姻
に
関
連
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
婢
は
奴
僕
と
結
婚
し
、
子
ど
も
を
産
む
こ
と
で
、
生
涯

主
人
の
家
に
服
役
し
、
子
孫
代
々
服
役
し
つ
づ
け
る
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
婢
と
奴
僕
を
結
婚
さ
せ
る
こ
と
は
、
奴
婢
の
終

身
服
役
や
奴
婢
の
再
生
産
を
願
う
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

主
人
に
婢
を
嫁
が
せ
る
責
任
を
認
め
る
先
述
の
条
例
は
、
前
者
と
後
者
で
は
ま
っ
た
く
異
な
る
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、前
者
に
お
い
て
は
、す
べ
て
の
女
性
に
良
民
の
女
性
に
近
い
ジ
ェ
ン
ダ
ー
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
求
め
る
こ
と
が
背
景
と
な
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
後
者
に
お
い
て
は
、
婢
を
永
代
的
に
服
役
さ
せ
、
奴
僕
身
分
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
法
律
で
あ
り
な
が
ら
、
矛
盾
を
孕
む
二
つ
の
方
向
に
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
条
例

の
法
律
的
な
背
景
を
み
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
支
え
た
社
会
通
念
に
焦
点
を
当
て
る
。
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、
婢
を
嫁
が
せ
る

こ
と
は
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
た
の
か
。
婢
を
嫁
が
せ
る
こ
と
は
善
行
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
婢
を
永
遠
に
下
層
の

身
分
に
留
め
て
お
く
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
か
。
社
会
に
お
け
る
受
け
止
め
方
を
探
っ
て
み
た
い
。
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一
、
錮
婢
の
背
景

（
一
）
錮
婢
の
背
景
と
な
る
社
会
状
況

錮
婢
は
ど
の
よ
う
な
状
況
下
で
起
こ
る
の
か
。
そ
れ
に
は
、
移
民
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
社
会
で
、
錮
婢
が
い
つ
か
ら
現
れ
る
の
か

が
一
つ
の
手
が
か
り
と
な
ろ
う
。
台
湾
の
錮
婢
に
つ
い
て
の
研
究
を
も
と
に
具
体
的
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
検
討
す
る
。

康
煕
五
九
年
（
一
七
二
〇
）
修
の
『
台
湾
県
志
』
に
よ
れ
ば
、
台
湾
の
人
々
は
貧
し
く
て
も
男
は
奴
に
な
ら
ず
、
女
は
婢
に
な
ら

ず
、
奴
僕
は
み
な
内
地
か
ら
従
っ
て
き
た
者
で
、
そ
れ
も
稀
だ
っ
た
と
い
う）

（1
（

。
ま
た
、
乾
隆
六
年
（
一
七
四
一
）
の
『
重
修
福
建
台

湾
府
志
』
巻
六
「
風
俗
」
で
は
「
台
湾
の
民
に
は
男
が
多
く
、
女
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
匹
夫
は
す
ん
な
り
と
妻
を
娶
る
こ
と
は
難

し
か
っ
た
。
…
親
の
棺
を
長
く
留
め
て
お
い
た
り
、婢
女
を
い
つ
ま
で
も
嫁
が
せ
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
が
な
い
」
と
記
し
て
お
り
、

乾
隆
年
間
初
期
に
も
、
依
然
と
し
て
台
湾
で
は
錮
婢
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る）

（（
（

。

こ
の
こ
ろ
ま
で
は
、
台
湾
の
女
性
人
口
が
少
な
か
っ
た
こ
と
は
溺
女
に
関
す
る
記
述
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
雍
正
―

乾
隆
年
間
に
台
湾
で
任
職
し
た
尹
士
俍
は
『
台
湾
志
略
』
で
、
台
湾
に
は
男
が
多
く
、
女
が
少
な
く
、
女
児
を
笄
ま
で
養
え
ば
、
す

ぐ
に
嫁
に
出
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
ま
だ
溺
女
の
陋
習
が
な
い
、
と
述
べ
て
い
る）

（1
（

。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
お
そ
ら
く
持
参

財
産
は
少
な
く
て
も
よ
く
、
逆
に
聘
金
は
増
加
す
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
婢
を
嫁
が
せ
ず
に
お
く
よ
り
も
、
結
婚

さ
せ
て
聘
金
を
得
る
ほ
う
が
利
益
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
錮
婢
に
は
男
女
比
が
大
き
く
影
響
し
て
お
り
、
女
性
人
口
が
少
な
け
れ

ば
起
こ
り
に
く
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

女
性
人
口
の
増
加
に
伴
い
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
次
第
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
台
湾
に
は
錮
婢
を
禁
じ
る
と
い
う
内
容
の
石
碑
が

四
つ
現
存
す
る
が
、
そ
の
早
い
も
の
は
、
道
光
二
〇
年
（
一
八
四
〇
）
の
「
錮
婢
積
習
示
禁
碑
記
」
で
あ
る）

（1
（

。
そ
の
一
部
を
紹
介
す
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れ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

台
湾
の
風
俗
で
は
、
婢
が
成
長
し
て
も
嫁
が
せ
ず
、
家
に
い
さ
せ
た
り
、
他
人
に
転
売
し
た
り
し
て
終
身
働
か
せ
、
死
ん
で

は
じ
め
て
（
使
う
の
を
）
や
め
る
。
…
…
家
に
二
三
歳
以
上
の
年
齢
の
婢
が
い
れ
ば
、
す
べ
て
配
偶
者
を
選
び
、
天
地
自
然

の
理
に
導
き
、
悪
習
を
挽
回
す
る
よ
う
に
せ
よ）

（1
（

。 

道
光
二
〇
年
の
台
湾
で
は
、
す
で
に
錮
婢
の
習
慣
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

他
の
地
域
に
目
を
向
け
て
み
れ
ば
、
錮
婢
そ
の
も
の
が
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
錮
婢
に
対
す
る
問
題

意
識
自
体
は
早
く
か
ら
存
在
し
た
。
錮
婢
に
対
す
る
問
題
意
識
は
明
末
の
史
料
に
は
す
で
に
表
れ
て
い
る
。
ま
た
、
明
末
清
初
の
張

履
祥
は
男
僕
は
二
〇
歳
あ
ま
り
、
女
婢
は
二
〇
歳
近
く
な
っ
た
ら
結
婚
さ
せ
る
べ
き
だ
と
論
じ
て
お
り
、
明
末
に
は
婢
を
婚
姻
さ
せ

る
べ
き
だ
と
い
う
論
調
が
強
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る）

（1
（

。
先
述
の
よ
う
に
、『
大
清
律
例
』
に
錮
婢
を
禁
じ
る
旨
の
条
例
が

で
き
た
の
は
、
雍
正
十
三
年
の
こ
と
で
あ
っ
た）

（1
（

。

（
二
）
婢
の
婚
姻
と
主
人
の
家
の
利
益

で
は
、
婢
の
婚
姻
は
主
人
の
家
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
婢
の
結
婚
に
は
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
あ

る
が
、
代
表
的
な
も
の
は
以
下
の
三
つ
で
あ
る
。
①
は
主
人
の
妾
、
②
は
下
僕
の
妻
、
③
は
家
の
外
の
人
の
妻
や
妾
に
な
る
こ
と
で

あ
る
。

①
の
、
婢
を
主
人
の
妾
に
す
る
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
一
般
的
で
あ
っ
た
。
妾
は
も
と
も
と
賤
民
階
級
の
奴
婢
出
身
の
者
が
相
当
多
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く
、
清
代
の
人
の
著
述
で
は
、
婢
と
妾
を
し
ば
し
ば
一
緒
に
し
て
い
た）

（1
（

。
寵
愛
を
受
け
た
婢
の
こ
と
を
妾
と
い
う
、
と
記
し
て
い
る

家
譜
も
あ
っ
た）

（1
（

。
婢
を
妾
に
す
れ
ば
、
外
か
ら
妾
を
買
い
入
れ
る
手
間
を
省
く
う
え
、
女
主
人
に
と
っ
て
も
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
主

人
の
た
め
に
妾
を
納
れ
る
良
い
妻
で
あ
る
と
の
評
判
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。特
に
正
妻
が
自
分
の
婢
を
妾
と
す
れ
ば
、

そ
の
後
も
忠
誠
を
尽
く
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
正
妻
が
自
分
の
実
家
か
ら
連
れ
て
き
た
婢
を
夫
の
妾
に
す
る
こ
と
は
稀
で

は
な
か
っ
た）

（1
（

。
婢
を
妾
に
す
る
こ
と
で
労
働
力
を
失
う
こ
と
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。『
金
瓶
梅
』
の
婢
出
身
の
妾
、
孫
雪

娥
が
台
所
仕
事
に
勤
し
ん
で
い
る
の
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
妾
と
な
っ
て
も
家
事
を
担
わ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
、
妾
と
し
て
も
、
あ
る
程
度
労
働
力
と
し
て
期
待
で
き
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
妾
と
な
っ
た
以
上
は
、
す
で
に
「
賤
」
の
身
分

と
は
い
え
な
い
の
で
、
そ
れ
な
り
の
待
遇
が
求
め
ら
れ
る
。

②
の
、
下
僕
の
妻
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
婢
を
下
僕
の
妻
に
す
れ
ば
、
下
僕
と
婢
は
そ
の
子
孫
も
含
め
て
主
人
の
家
に
服

役
し
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
下
僕
と
婢
を
結
婚
さ
せ
る
の
は
、
下
の
代
の
僕
婢
を
得
る
た
め
（
奴
僕
再
生
産
の
た
め
）

と
す
る
研
究
も
あ
る）

11
（

。
他
方
で
は
、
婢
の
価
格
は
安
い
の
で
、
下
の
代
の
僕
婢
を
得
る
た
め
に
下
僕
と
婢
を
結
婚
さ
せ
る
必
要
は
な

い
と
す
る
研
究
も
あ
る）

1（
（

。
先
述
の
台
湾
の
錮
婢
を
め
ぐ
る
研
究
か
ら
見
る
よ
う
に
、
婢
の
結
婚
の
経
済
的
利
益
は
そ
の
地
域
の
男
女

比
や
結
婚
需
要
、
婢
の
価
格
に
左
右
さ
れ
る
た
め
、
一
律
に
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
奴
婢
の
身
価
と
い
っ
た
経
済
的

利
益
で
は
な
く
、
自
分
の
家
の
習
慣
を
熟
知
し
た
忠
実
な
奴
婢
を
得
る
た
め
に
僕
婢
を
結
婚
さ
せ
、
そ
の
下
の
代
ま
で
服
役
さ
せ
る

と
い
う
考
え
方
も
あ
ろ
う
。

よ
り
注
目
す
べ
き
は
、
下
僕
の
側
か
ら
見
た
と
き
の
、
婢
と
の
婚
姻
で
あ
る
。
男
性
の
人
口
の
ほ
う
が
多
く
、
貧
し
い
男
性
が
妻

を
娶
る
の
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
婢
を
娶
る
た
め
に
下
僕
と
な
る
男
性
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
下
僕
と
な
る
契
約
が

婚
書
の
形
を
取
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
雍
正
五
年
に
条
例
と
な
る
前
で
あ
っ
て
も
、
下
僕
に
妻
帯
さ
せ
て
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い
る
か
ど
う
か
は
そ
の
身
分
を
判
定
す
る
重
要
な
基
準
の
一
つ
で
あ
り
、
下
僕
に
と
っ
て
は
大
き
な
恩
義
と
感
じ
ら
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
主
人
が
婢
を
下
僕
と
結
婚
さ
せ
る
の
は
、
婢
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
く
、
下
僕
を
長
く
服
役
さ

せ
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
下
僕
が
そ
れ
に
よ
っ
て
主
人
に
よ
り
忠
実
に
尽
く
す
こ
と
も
期
待
で
き
た
。

で
は
、
③
の
他
家
の
人
と
の
婚
姻
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
婢
を
他
家
に
嫁
が
せ
る
こ
と
で
、
主
人
の
家
は
聘
金
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
。
幼
い
婢
を
買
っ
て
成
長
す
る
ま
で
使
役
し
、
そ
の
後
嫁
が
せ
れ
ば
、
買
っ
た
時
に
支
払
っ
た
以
上
の
身
価
を
得
ら
れ
る
こ
と

も
予
測
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
①
、
②
、
③
の
い
ず
れ
も
、
主
人
の
家
に
と
っ
て
は
そ
れ
な
り
の
利
益
を
生
み
出
し
て
い
る
。
で
は
、

婢
を
終
身
嫁
が
せ
な
い
メ
リ
ッ
ト
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
②
の
下
僕
の
妻
に
し
て
永
代
服
役
さ
せ
る
の
と
同
様
、
自
分
の
家

に
馴
染
ん
だ
婢
や
、
気
に
入
り
の
婢
を
使
い
続
け
ら
れ
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
、
地
域
に
よ
っ
て
は

特
別
な
事
情
も
あ
っ
た
。
徽
州
で
は
商
人
で
あ
る
主
人
が
家
を
長
期
的
に
不
在
に
す
る
た
め
、
女
性
を
中
心
と
し
て
平
常
の
生
活
が

営
ま
れ
る
。
そ
の
た
め
、
下
僕
が
入
室
す
る
こ
と
を
嫌
い
、
婢
を
終
身
嫁
が
せ
な
か
っ
た
と
い
う）

11
（

。
錮
婢
の
地
域
的
広
が
り
に
つ
い

て
は
明
確
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
、
南
中
国
、
特
に
福
建
、
浙
江
の
史
料
に
多
く
の
記
述
が
見
ら
れ
、
そ

の
風
俗
と
の
か
か
わ
り
が
推
測
さ
れ
る）

11
（

。

二
、
婢
の
婚
姻
に
対
す
る
認
識

（
一
）
官
僚
・
幕
僚
の
認
識

本
節
で
は
、
婢
を
嫁
が
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
の
当
時
の
人
々
の
認
識
に
焦
点
を
当
て
る
。
第
一
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に
、
官
僚
や
幕
僚
の
見
解
か
ら
見
て
み
る
。

清
初
の
文
人
で
あ
り
、
浙
江
巡
撫
の
幕
僚
を
務
め
た
魏
際
瑞
は
、
次
の
よ
う
な
告
示
を
記
し
た）

11
（

。

人
の
貴
賤
に
は
差
が
あ
る
も
の
の
、男
女
の
大
倫
に
は
も
と
も
と
差
が
な
い
。貧
家
の
娘
は
不
幸
に
も
身
売
り
し
て
婢
と
な
っ

て
、
人
に
使
わ
れ
、
そ
の
事
情
は
憐
れ
む
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
奉
仕
と
骨
折
り
は
義
と
し
て
心
に
か
け
る
べ
き
だ
。
婚
姻
に

つ
い
て
は
、
孤
独
で
寄
る
辺
を
な
く
さ
せ
る
こ
と
は
人
情
に
も
と
り
、
天
理
を
傷
つ
け
る
。
最
近
、
調
べ
て
み
る
と
、
当
地

の
士
民
の
家
で
は
し
ば
し
ば
婢
を
嫁
が
せ
ず
、
た
だ
自
分
の
便
宜
の
た
め
に
、
人
を
終
身
閉
じ
込
め
て
（
嫁
に
出
さ
な
い
で
）

お
く
。
…
…
こ
の
た
め
に
、
二
〇
歳
に
な
っ
た
婢
は
留
め
ず
に
嫁
が
せ
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
知
ら
せ
る
。
た
と
え
、

長
く
使
っ
た
者
で
、（
当
人
が
主
家
か
ら
）
離
れ
る
こ
と
を
望
ま
な
く
て
も
、
家
の
下
僕
を
選
ん
で
結
婚
さ
せ
る
べ
き
だ）

11
（

。 

人
の
貴
賤
に
は
差
が
あ
る
と
し
て
、
婢
が
賤
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
も
の
の
、
嫁
ぐ
べ
き
こ
と
に
は
差
が
な
い
と
し
て
い
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
婢
が
主
人
の
家
か
ら
遠
く
離
れ
る
こ
と
を
望
ま
な
い
場
合
は
、
家
の
下
僕
と
結
婚
さ
せ
る
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
他
家
へ
嫁
が
せ
る
こ
と
を
よ
り
勧
め
る
よ
う
な
書
き
口
で
は
あ
る
も
の
の
、
婢
と
そ
の
子
孫
を
永
代
服
役
さ
せ
て
身

分
を
下
層
の
ま
ま
固
定
す
る
こ
と
へ
の
懸
念
は
特
に
記
さ
れ
て
い
な
い
。

乾
隆
年
間
に
広
東
の
羅
定
州
で
知
州
と
な
っ
た
逯
英
は
、
羅
定
で
は
三
〇
、四
〇
に
な
っ
て
か
ら
や
っ
と
婢
を
嫁
が
せ
た
り
、
あ

る
い
は
終
身
嫁
が
せ
な
か
っ
た
り
す
る
と
述
べ
、
次
の
よ
う
に
諭
し
て
い
る
。

婢
は
嫁
が
せ
る
べ
き
だ
。
男
子
は
三
〇
に
し
て
娶
り
、
女
子
は
二
〇
に
し
て
嫁
ぐ
の
が
礼
で
あ
る
。
人
は
み
な
、
子
女
を
持
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て
ば
、
適
切
な
と
き
に
結
婚
さ
せ
て
、
家
庭
で
う
ま
く
い
く
よ
う
に
と
思
う
も
の
で
あ
り
、
ど
う
し
て
婢
女
だ
け
が
そ
う
で

な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か）

11
（

。 
ま
た
、
逯
英
の
治
め
て
い
る
と
き
に
、
年
頃
に
な
っ
た
婢
を
、
親
が
主
人
に
断
り
も
な
く
連
れ
帰
っ
て
嫁
が
せ
る
と
い
う
事
件
が

発
生
し
た
。
す
る
と
、
逯
英
は
、
主
人
に
引
き
取
ら
せ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
年
頃
で
あ
り
、
主
人
が
配
偶
者
を
選
ん
で
や

る
べ
き
時
期
な
の
で
、
そ
の
ま
ま
結
婚
さ
せ
る
と
い
う
判
決
を
く
だ
し
、
た
だ
身
価
を
主
人
に
返
さ
せ
た）

11
（

。

嘉
慶
七
年
（
一
八
〇
二
）
の
進
士
で
、
道
光
年
間
に
広
西
巡
撫
、
江
蘇
巡
撫
を
務
め
た
梁
章
鉅
は
「
附
錮
婢
説
」
に
お
い
て
婢
を

嫁
が
せ
る
こ
と
を
勧
め
「
古
礼
で
は
女
子
は
二
〇
で
嫁
ぎ
、
ゆ
え
あ
れ
ば
二
三
で
嫁
ぐ
と
い
う
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
最
も
遅
く
て

も
二
三
で
嫁
が
せ
る
と
い
う
こ
と
だ
」
と
し
た）

11
（

。
ま
た
、
福
建
の
浦
城
県
に
お
い
て
は
、
自
分
の
家
の
婢
を
嫁
が
せ
る
ば
か
り
で
は

な
く
、
他
の
家
か
ら
婢
を
買
っ
て
嫁
が
せ
る
こ
と
ま
で
し
た
。

浦
城
の
錮
婢
の
風
は
固
く
て
壊
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
私
は
か
つ
て
「
錮
婢
説
」
一
篇
を
撰
し
、
人
に
悟
ら
せ
よ
う
と
し
た

が
、
そ
れ
で
も
鋭
敏
に
感
じ
取
っ
た
者
は
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
。
私
は
浦
城
に
来
て
や
っ
と
三
年
だ
が
、
五
回
も
婢
を
嫁

に
出
し
た
。
み
な
、
そ
の
身
売
り
の
代
金
を
取
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
そ
の
中
の
二
人
の
婢
に
つ
い
て
は
、
婢
を
閉
じ
込
め

て
嫁
に
出
さ
な
い
家
か
ら
買
っ
て
嫁
に
出
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
言
を
も
っ
て
人
を
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
い）

11
（

。 

た
だ
言
葉
で
示
す
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
行
動
で
示
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
旨
を
述
べ
て
お
り
、
錮
婢
の
風
習
を
変
え
よ
う

と
す
る
固
い
決
意
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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嘉
慶
二
五
年
（
一
八
二
〇
）
の
進
士
で
、
同
治
元
年
（
一
八
六
二
）
か
ら
五
年
（
一
八
六
六
）
ま
で
福
建
巡
撫
を
務
め
た
徐
宗
幹

は
、
次
の
よ
う
に
婢
を
嫁
が
せ
る
べ
き
理
由
を
説
明
し
た
。

家
を
正
し
く
す
る
道
は
婢
女
を
用
い
な
い
の
が
最
善
で
あ
る
。
用
い
る
と
し
て
も
、
二
〇
歳
近
く
な
っ
た
ら
、
必
ず
機
を
逸
す

る
こ
と
な
く
配
偶
者
を
選
ん
で
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
婢
女
も
ま
た
子
女
で
あ
り
、
薄
命
な
の
に
過
ぎ
な
い
。（
嫁
が
せ

ず
に
）
閉
じ
込
め
た
ま
ま
に
し
て
お
い
た
ら
、
家
に
睦
ま
じ
い
雰
囲
気
を
は
ぐ
く
む
こ
と
も
、
子
孫
の
た
め
に
陰
徳
を
積
む
こ

と
も
で
き
な
い）

11
（

。 

そ
も
そ
も
婢
を
使
役
し
な
い
の
が
最
善
で
あ
る
、
と
す
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
婢
を
嫁
が
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
徐
宗
幹
が
考

え
た
理
由
は
、
二
つ
に
分
か
れ
る
。
第
一
は
、
婢
も
ま
た
誰
か
の
娘
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
主
人
の
家
の
雰
囲
気

や
、
子
孫
の
た
め
の
陰
徳
と
い
う
、
主
人
の
家
に
対
す
る
効
果
で
あ
る
。

本
節
で
取
り
上
げ
た
官
僚
や
幕
僚
は
み
な
、
二
〇
歳
に
な
っ
た
ら
婢
を
結
婚
さ
せ
る
よ
う
に
と
勧
め
て
い
る
。
先
述
し
た
雍
正
年
間

に
定
め
ら
れ
た
条
例
で
は
、
具
体
的
に
何
歳
ま
で
に
婢
を
嫁
が
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
は
、
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の

ほ
か
の
史
料
を
見
れ
ば
、
た
と
え
ば
、『
江
蘇
省
例
三
編
』
で
は
二
二
歳
ま
で
、
浙
江
の
『
治
浙
成
規
』
で
は
二
五
歳
ま
で
に
嫁
が
せ

る
よ
う
に
、
と
し
て
い
る）

1（
（

。
特
に
後
者
は
二
五
歳
を
過
ぎ
て
い
れ
ば
身
価
を
取
る
こ
と
な
く
、
親
族
に
返
す
よ
う
に
、
と
す
る
点
が
特

徴
で
あ
る
。
福
建
『
省
例
』
は
何
歳
ま
で
に
と
い
う
制
限
は
な
く
、
二
〇
歳
に
な
っ
た
ら
嫁
が
せ
る
よ
う
に
、
と
し
て
い
る）

11
（

。
第
一
節

で
取
り
上
げ
た
道
光
二
〇
年
（
一
八
四
〇
）
の
「
錮
婢
積
習
示
禁
碑
記
」
の
中
で
は
、「
二
三
歳
に
な
っ
た
婢
が
い
れ
ば
配
偶
者
を
選
び
、

最
も
遅
く
て
も
二
五
歳
を
過
ぎ
て
は
い
け
な
い
。
二
五
歳
を
過
ぎ
て
配
偶
者
を
選
ば
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
婢
お
よ
び
婢
の
父
母
兄
弟
親
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族
が
官
に
赴
い
て
訴
え
、
引
き
取
っ
て
配
偶
者
を
選
ぶ
こ
と
を
許
し
、
身
価
は
取
り
た
て
な
い
。
な
お
、
家
長
を
杖
八
〇
に
す
る
」
と

述
べ
て
い
る）

11
（

。

檔
案
、
年
譜
、
文
集
、
地
方
志
な
ど
の
資
料
か
ら
、
清
代
の
女
性
の
平
均
初
婚
年
齢
を
分
析
す
る
と
、
一
七
～
一
八
歳
で
あ
っ
た

と
い
う）

11
（

。
そ
こ
か
ら
す
れ
ば
、
二
〇
～
二
五
歳
で
婢
を
嫁
が
せ
る
と
い
う
規
定
は
、
一
般
の
女
性
の
平
均
よ
り
は
遅
い
。
働
き
盛
り

の
年
齢
の
婢
を
嫁
が
せ
る
こ
と
は
、
主
人
に
と
っ
て
は
労
働
力
を
早
く
失
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
加
え
て
、
婢
は
妾
や
下
僕
の
妻
と

な
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
二
〇
代
前
半
と
い
う
年
齢
は
さ
ほ
ど
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
妾
を
娶
る

男
性
は
四
〇
歳
以
上
の
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り）

11
（

、
下
僕
に
と
っ
て
は
結
婚
で
き
る
だ
け
で
も
幸
運
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
官
僚
や
幕
僚
の
著
述
に
は
、
婢
を
嫁
が
せ
る
相
手
と
し
て
良
民
が
よ
い
か
、
あ
る
い
は
下
僕
が
い
い
か
な
ど
を
論
じ
る
も
の
は
管

見
の
か
ぎ
り
見
ら
れ
ず
、
正
妻
か
妾
か
な
ど
の
立
場
に
つ
い
て
の
記
載
も
特
に
見
ら
れ
な
い
。
婢
を
嫁
が
せ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が

目
標
で
あ
る
た
め
、
嫁
が
せ
る
に
あ
た
っ
て
の
条
件
を
云
々
す
る
余
地
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
官
僚
の
告
示
な
ど
で
は
、
錮
婢
の
禁
止
は
溺
女
の
禁
止
と
あ
わ
せ
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る）

11
（

。
婢
そ
の
も
の
の
た
め
に
、

嫁
が
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
論
理
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
男
女
比
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
懸
念
が
錮
婢
禁
止
の
背
景
に
あ
る
こ
と

が
推
測
さ
れ
る
。

（
二
）
善
書
に
示
さ
れ
た
認
識

次
に
、
善
書
で
は
婢
を
結
婚
さ
せ
る
こ
と
の
意
味
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
は
じ
め
に
、

善
書
の
性
質
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。
善
書
は
販
売
の
た
め
に
刊
行
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
無
償
で
人
に
施
与
さ
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
が）

11
（

、
そ
の
読
者
は
や
は
り
下
層
の
読
書
人
や
知
識
階
級
の
女
性
を
含
め
た
知
識
階
層
で
あ
っ
た）

11
（

。
つ
ま
り
、
善
書
は
婢
・
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僕
婦
自
身
で
は
な
く
、
そ
れ
を
使
う
人
が
読
む
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
婢
・
僕
婦
を
ど
う
扱
う
べ
き
か
は
記
さ
れ
て
い
て
も
、
婢
・

僕
婦
自
身
が
ど
う
振
舞
う
べ
き
か
は
ほ
と
ん
ど
書
か
れ
て
い
な
い
。
婢
の
婚
姻
に
つ
い
て
の
文
章
も
、婢
自
身
の
心
構
え
で
は
な
く
、

婢
を
使
役
す
る
主
人
や
女
主
人
を
対
象
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
下
僕
や
婢
女
を
結
婚
さ
せ
る
こ
と
が
善
、
結
婚
さ
せ
な
い
こ
と
が
悪
と
い
う
観
念

は
、
功
過
格
に
も
示
さ
れ
て
い
る）

11
（

。『
太
上
感
應
篇
直
講
』
の
「
破
人
婚
姻
」
に
は
、
家
の
奴
婢
は
一
律
に
妥
当
な
時
期
に
結
婚
さ

せ
る
べ
き
だ
と
書
か
れ
て
い
る）

11
（

。
婢
ば
か
り
で
は
な
く
、
男
性
で
あ
る
奴
僕
に
も
妻
帯
さ
せ
て
家
族
を
構
成
さ
せ
る
こ
と
が
、
あ
る

程
度
通
念
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る）

1（
（

。

淫
蕩
を
戒
め
る
内
容
を
含
む
善
書
を
数
多
く
編
纂
し
た
黄
正
元
は
、
婢
を
嫁
が
せ
る
べ
き
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
い
て

い
る）

11
（

。
婢
は
人
が
飢
え
や
寒
さ
に
迫
ら
れ
て
窮
ま
り
、
や
む
な
く
娘
を
売
っ
た
も
の
で
、
も
と
も
と
心
の
痛
む
こ
と
で
あ
る
。
主
人

た
る
も
の
、
自
分
の
娘
の
よ
う
に
扱
い
、
辱
め
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
。
も
し
、
盆
の
中
の
食
持
、
階
前
の
草
と
簡
単
に
手

に
入
る
も
の
と
し
て
、
恣
意
に
淫
ら
な
こ
と
を
し
、
か
つ
長
く
閉
じ
込
め
て
お
い
て
、
嫁
に
行
か
せ
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ

ば
、
こ
れ
も
ま
た
尋
常
の
淫
悪
よ
り
罪
は
重
く
、
処
女
・
寡
婦
と
並
ん
で
痛
戒
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
も
と
も
と
は
良
民
の
娘
で
あ
り
、
貧
困
の
た
め
に
売
ら
れ
て
き
た
と
の
認
識
を
も
と
に
、
婢
に
手
を
出
さ
ず
、
嫁
に
行
か

せ
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
誇
張
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
尋
常
の
淫
悪
よ
り
重
く
」、「
処
女
・
寡
婦
」
に
手
を
出

す
こ
と
な
ど
と
並
ぶ
ほ
ど
、と
し
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
こ
れ
も
良
民
出
身
と
の
認
識
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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善
書
に
は
、
婢
を
嫁
が
せ
た
こ
と
で
報
わ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
記
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
夔
州
の
楊
旬
は
、
婢
が
成
長
す
る
と
配
偶
者
を

選
ん
で
や
り
、
そ
の
身
価
を
取
り
た
て
る
こ
と
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
衣
服
な
ど
を
与
え
た
。
息
子
の
名
は
椿
と
い
い
、
若
く
し
て
状
元

と
な
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
身
価
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
婢
を
嫁
が
せ
る
と
い
う
行
為
が
子
孫
に
ま
で
福
を
も
た
ら

し
た
と
い
う
解
釈
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
善
行
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

三
、
主
人
と
婢

（
一
）
法
律
・
裁
判
に
見
る
認
識

主
人
が
婢
に
手
を
つ
け
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
法
律
の
変
遷
を
追
っ
た
滋
賀
秀
三
氏
の
研
究
に
よ

れ
ば
、
唐
代
で
は
主
人
が
婢
を
「
幸
（
寵
愛
）」
す
る
と
表
現
さ
れ
、「
姦
」
か
ら
除
外
さ
れ
て
お
り
、
清
代
に
は
自
分
の
家
の
婢
を

「
姦
」
す
る
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
が
見
ら
れ
る
が
、婢
に
夫
が
あ
る
場
合
以
外
は
、実
際
上
放
任
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
と
い
う）

11
（

。「
奴

及
雇
工
人
姦
家
長
妻
」
条
の
注
に
、
家
長
が
婢
を
「
姦
」
し
た
ら
家
長
だ
け
が
「
不
応
」
の
罪
に
坐
し
、
婢
は
罪
に
問
わ
れ
な
い
と

の
趣
旨
が
記
さ
れ
る
が
、
法
条
に
は
な
い）

11
（

。

他
方
、
僕
婦
に
手
を
つ
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
清
代
に
な
っ
て
か
ら
法
的
に
規
制
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
康
熙
二
七
年

（
一
六
八
八
）
に
は
、「
家
長
が
家
の
下
人
で
夫
の
あ
る
女
性
を
姦
し
た
ら
笞
四
〇
」
と
定
め
ら
れ
た）

11
（

。
乾
隆
三
年
に
は
、
家
主
が
奴

僕
の
妻
を
姦
占
し
た
場
合
、
明
確
な
「
実
拠
」
と
本
主
の
「
自
認
」
を
条
件
に
黒
竜
江
に
配
流
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）

11
（

。
乾
隆
二
〇

年
（
一
七
五
五
）
に
は
「
家
長
の
有
服
の
親
族
が
、
奴
僕
や
雇
工
人
の
妻
女
を
強
姦
未
遂
し
て
、
女
性
が
羞
じ
て
自
殺
し
た
場
合
、

杖
一
百
の
う
え
、
近
辺
に
発
し
て
軍
関
係
の
労
役
に
つ
か
せ
る）

11
（

」
と
さ
れ
た
。
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つ
ま
り
、
僕
婦
に
手
を
つ
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
清
代
に
な
っ
て
か
ら
徐
々
に
規
制
が
強
ま
っ
た
が
、
婢
に
つ
い
て
は
、
法
律

に
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
嘉
慶
一
〇
年
の
檔
案
で
は
、
童
養
媳
の
謝
大
妹
が
婢
と
し
て
売
ら
れ
た
う
え
、
主
人

に
迫
ら
れ
て
関
係
を
も
た
さ
れ
た
と
い
う
案
件
が
報
告
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
謝
大
妹
は
武
生
の
謝
占
奎
の
姪
で
あ
り
、
計
劉
氏
の
子
、
計

雲
軒
の
童
養
媳
で
あ
っ
た
。
嘉
慶
三
年
に
計
劉
氏
の
夫
が
死
ぬ
と
、
計
劉
氏
は
子
連
れ
で
熊
氏
と
再
婚
し
、
謝
大
妹
を
陸
周
氏
に
託

し
た
。
つ
い
で
、
陸
周
氏
は
生
活
が
苦
し
く
な
っ
た
の
で
、
自
分
の
家
の
婢
で
あ
る
と
嘘
を
つ
い
て
、
謝
大
妹
を
十
八
両
で
婢
と
し

て
遊
撃
の
劉
瑄
に
売
っ
た
。
劉
瑄
は
嘉
慶
四
年
十
二
月
に
大
妹
が
成
長
し
た
の
を
見
て
、
さ
そ
っ
て
だ
ま
し
、
姦
宿
し
た
。
劉
瑄
は

嘉
慶
六
年
八
月
に
大
妹
を
妾
と
し
て
納
れ
た
い
と
陸
周
氏
に
相
談
し
た
。
劉
瑄
は
そ
こ
で
は
じ
め
て
、
謝
大
妹
に
す
で
に
夫
が
い
た

こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
大
妹
を
陸
周
氏
の
も
と
に
帰
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
計
劉
氏
は
大
妹
が
婢
と
し
て
売
ら
れ
た
こ
と
を
知
り
、
息
子
に
家
門
に
泥
を
塗
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
彼
女
を
娶
っ

て
は
い
け
な
い
と
臨
終
の
と
き
に
言
い
残
し
て
い
た
。
謝
大
妹
は
劉
瑄
に
身
を
汚
さ
れ
、
計
姓
か
ら
は
娶
ら
れ
ず
、
寄
る
辺
が
な
い

と
考
え
、
尼
に
な
ろ
う
と
し
た
。
お
じ
の
謝
占
奎
が
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
大
妹
を
引
き
取
り
、
大
妹
は
そ
の
事
情
を
祖
母
に
泣
い
て

訴
え
た
。
祖
母
は
謝
占
奎
を
衙
門
に
赴
か
せ
、
訴
え
さ
せ
た
。
陸
周
氏
も
ま
た
、
姦
を
捏
造
し
て
訴
え
ら
れ
た
と
訴
え
返
し
た
。

さ
て
、
こ
の
案
件
で
は
、
劉
瑄
は
童
養
媳
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
婢
と
し
て
謝
大
妹
を
買
い
、
手
を
つ
け
た
。
し
た
が
っ
て
、

裁
き
に
あ
た
っ
て
も
、
家
長
が
婢
に
手
を
つ
け
た
場
合
の
よ
う
に
治
罪
す
べ
き
だ
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、「
律
例
を
調
べ
て
み
る
と
、

家
長
が
婢
女
を
犯
し
た
場
合
に
つ
い
て
い
か
に
治
罪
す
る
と
い
う
条
文
は
な
い）

1（
（

」。
そ
こ
で
、
遊
撃
で
あ
る
劉
瑄
は
、
職
官
が
軍
民

の
妻
を
姦
し
た
罪
に
比
附
し
て
、
革
職
の
う
え
、
杖
一
百
と
な
っ
た
。
こ
の
案
件
か
ら
見
る
よ
う
に
、
嘉
慶
一
〇
年
の
時
点
で
も
、

家
長
が
自
分
の
家
の
婢
に
手
を
つ
け
た
場
合
、
ど
う
す
る
か
と
い
う
明
確
な
規
定
は
な
い
と
い
う
の
が
官
僚
の
認
識
で
あ
っ
た
。
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（
二
）
善
書
に
み
る
認
識

で
は
、
善
書
の
中
で
は
主
人
が
婢
に
手
を
つ
け
る
こ
と
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
認
識
が
示
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
先
行
研
究

に
よ
れ
ば
、
社
会
通
念
と
し
て
、
主
人
が
自
分
の
家
の
婢
と
情
交
を
持
つ
こ
と
は
強
く
は
非
難
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
が）

11
（

、
は
じ
め

に
結
論
を
述
べ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
善
書
の
男
性
向
け
言
説
の
中
で
は
戒
め
ら
れ
て
い
た
。

自
分
の
家
の
婢
に
手
を
つ
け
る
こ
と
の
害
悪
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
①
強
姦
は
残
忍
で
あ
り
、
婢

の
父
母
か
ら
呪
詛
さ
れ
る
。
②
女
主
人
が
嫉
妬
し
て
、
婢
を
ひ
ど
く
鞭
打
つ
。
③
父
子
や
兄
弟
で
同
じ
婢
に
手
を
つ
け
、
骨
肉
で
仇
と

な
る
。
④
堕
胎
の
た
め
毒
薬
を
用
い
、
母
子
と
も
に
死
ぬ
。
⑤
子
ど
も
を
生
め
ば
溺
死
さ
せ
た
り
捨
て
た
り
し
て
、
子
ど
も
の
命
が
粗

末
に
さ
れ
る
。
⑥
婢
が
ほ
か
の
男
と
密
通
し
て
主
人
が
気
づ
か
な
け
れ
ば
他
人
の
子
ど
も
に
祖
先
祭
祀
を
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
⑦
妊

娠
し
た
婢
を
下
僕
と
結
婚
さ
せ
れ
ば
、子
女
が
奴
僕
と
な
る
。
⑧
妾
に
す
る
と
騙
し
て
後
に
売
り
と
ば
せ
ば
自
殺
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

⑨
寵
を
得
て
得
意
に
な
っ
た
婢
が
も
め
ご
と
を
起
こ
す
。
⑩
主
人
が
死
ね
ば
再
婚
す
る
こ
と
に
な
り
、
母
子
が
離
れ
離
れ
に
な
る
。

こ
の
う
ち
、
①
は
婢
に
手
を
つ
け
る
こ
と
そ
の
も
の
が
可
哀
そ
う
だ
と
し
、
②
は
婢
が
虐
待
さ
れ
る
こ
と
を
心
配
し
て
お
り
、
婢

に
つ
い
て
の
懸
念
で
あ
る
。
ま
た
、
④
、
⑤
は
命
を
粗
末
に
す
る
と
い
う
こ
と
へ
の
不
安
で
あ
る
。
し
か
し
、
③
、
⑥
は
主
人
の
家

庭
の
乱
れ
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
て
、
婢
が
哀
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
か
か
わ
り
が
な
い
。
留
意
す
べ
き
は
、
①
以
外
は
婢

を
妾
に
直
せ
ば
お
お
む
ね
解
決
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
。
②
の
妻
に
よ
る
虐
待
は
、
妾
と
な
っ
て
も
完
全
に
防
げ
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
妾
と
い
う
身
分
で
あ
れ
ば
あ
る
程
度
の
保
証
が
な
さ
れ
る
。
③
、
④
、
⑤
、
⑦
、
⑧
は
妾
と
し
て
正
式
に
位
置
づ
け
ら
れ
れ
ば
、

起
こ
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。

『
感
應
篇
圖
説
』「
太
上
戒
淫
寶
訓
十
二
則
」
に
は
、
淫
蕩
を
戒
め
る
十
二
の
規
則
が
書
い
て
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
前
か
ら
八
番
目

ま
で
が
気
を
つ
け
る
べ
き
対
象
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
一
番
目
は
処
女
、
二
番
目
は
寡
婦
、
三
番
目
が
婢
女
、
四
番
目
が
僕
婦
と
な
っ
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て
い
る）

11
（

。『
遏
淫
篇
』
目
次
に
は
十
の
対
象
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
一
番
目
が
閨
女
、
二
番
目
が
寡
婦
、
三
番
目
が
婦
人
、
四
番
目

が
乳
母
、
五
番
目
が
僕
婦
、
六
番
目
が
使
女
と
な
っ
て
い
る）

11
（

。
い
ず
れ
も
、
淫
蕩
の
対
象
に
す
べ
き
で
は
な
い
者
を
列
挙
し
て
お
り
、

そ
の
中
間
あ
た
り
に
僕
婦
や
婢
女
を
置
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
閨
女
や
寡
婦
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
婢
や
僕
婦
は
気
を
つ
け
る

べ
き
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。

善
書
に
は
婢
に
手
を
出
さ
な
い
こ
と
で
報
わ
れ
た
逸
話
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。『
太
上
感
應
篇
直
講
』
に
は
、
自
分
の
家
の
美
し

い
婢
に
手
を
出
さ
な
い
こ
と
で
報
わ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る）

11
（

。
呂
献
可
の
家
に
は
美
し
い
婢
が
い
た
。
心
が
動
か
な
い
か
と
た
ず

ね
ら
れ
る
と
、
呂
献
可
は
厳
し
い
顔
つ
き
を
し
て
、
私
は
人
の
一
生
を
台
無
し
に
す
る
よ
う
な
仁
な
ら
ざ
る
悪
行
は
し
な
い
と
述
べ

た
。（
後
に
）
百
歳
ま
で
も
生
き
、（
子
孫
は
）
代
々
科
挙
に
合
格
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
主
人
が
自
分
の
家
の
婢
に
手
を
つ

け
る
こ
と
が
「
人
の
一
生
を
台
無
し
に
す
る
よ
う
な
仁
な
ら
ざ
る
悪
行
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。

む
ろ
ん
、
自
分
の
婢
だ
け
で
は
な
く
、
他
人
の
婢
に
手
を
つ
け
な
い
こ
と
も
、
善
い
行
い
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
帰
安

の
茅
坤
は
（
他
人
の
）
美
婢
が
部
屋
に
来
た
が
拒
絶
し
、
の
ち
に
良
い
報
い
を
得
た）

11
（

、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は

複
数
の
善
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
善
書
の
中
で
も
、
女
性
主
人
に
対
す
る
言
説
に
は
、
異
な
る
規
範
が
記
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
婢
を
虐
待
し
た
妻
に

は
悪
い
報
い
が
あ
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
『
太
上
感
應
篇
経
史
集
証
』
に
あ
る）

11
（

。
主
人
に
寵
愛
さ
れ
た
婢
を
妻
が
虐
待
し
て
死

な
せ
た
が
、
妻
も
婢
と
似
た
よ
う
な
症
状
で
死
亡
し
た
と
い
う
も
の
だ
。
逆
に
、
主
人
の
子
を
懐
胎
し
た
僕
婦
を
庇
い
、
子
を
育
て

た
妻
は
賞
賛
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
妻
が
主
人
の
子
ど
も
を
身
ご
も
っ
た
僕
婦
の
こ
と
を
大
切
に
匿
い
、
自
分
が
身
ご
も
っ
て
生
ん
だ
子
だ

と
し
て
育
て
、
成
長
し
た
子
ど
も
は
挙
人
と
な
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
女
主
人
向
け
の
話
は
、
主
人
が
婢
に
手

を
つ
け
る
の
を
止
め
る
よ
う
に
、
と
の
趣
旨
で
は
な
い
。
主
人
に
寵
愛
さ
れ
た
婢
や
僕
婦
を
大
切
に
し
、
そ
の
子
ど
も
を
守
る
べ
き



17　　明清時代の錮婢にかかわる社会通念　　五味

だ
と
い
う
観
念
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　（
三
）
妻
妾
と
な
っ
た
婢
に
対
す
る
認
識

小
説
か
ら
は
、
主
人
の
手
が
つ
く
の
は
婢
の
幸
せ
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
小
川
陽
一
氏
の
研
究

が
示
す
よ
う
に
、
手
が
つ
く
の
を
拒
ん
だ
婢
が
「
変
わ
り
者
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
小
説
も
あ
る）

11
（

。
た
だ
し
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

は
そ
の
前
に
明
の
陶
宗
儀
の
『
輟
耕
録
』
巻
十
一
「
女
奴
義
烈
」
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
、
主
人
が
手
を
出
そ
う
と
し

た
の
を
拒
絶
し
た
と
い
う
く
だ
り
は
な
か
っ
た
。
の
ち
に
『
西
湖
二
集
』
な
ど
の
諸
書
に
引
か
れ
る
中
で
こ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
加
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

小
説
で
は
、
婢
に
主
人
の
手
が
つ
き
、
懐
妊
し
て
妾
に
直
さ
れ
れ
ば
、
た
い
へ
ん
な
幸
運
と
し
て
描
か
れ
た
。
凌
濛
初
の
『
初
刻

拍
案
驚
奇
』
に
は
善
人
で
あ
る
劉
元
普
が
婢
に
手
を
つ
け
、妊
娠
し
た
の
で
妾
に
直
し
た
と
い
う
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、

婢
は
息
子
を
生
む
の
だ
が
、
こ
れ
は
劉
が
頼
っ
て
き
た
官
僚
の
息
子
と
寡
婦
を
世
話
し
た
り
、
妾
と
し
て
売
ら
れ
て
き
た
元
官
僚
の

娘
を
養
女
と
し
、
い
い
嫁
ぎ
先
を
見
つ
け
て
や
っ
た
り
し
た
善
行
に
よ
っ
て
授
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

妾
と
な
っ
た
婢
の
朝
雲
に
つ
い
て
は
、「
朝
雲
は
は
じ
め
の
ち
ょ
っ
と
し
た
失
言
か
ら
、
か
え
っ
て
こ
の
良
い
地
位
を
得
た
こ
と

を
思
い
出
す
の
だ
っ
た
」
と
描
か
れ
、
主
人
の
手
が
つ
い
て
妊
娠
し
、
妾
に
な
っ
た
こ
と
は
彼
女
に
と
っ
て
め
で
た
い
こ
と
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

婢
は
主
人
の
手
が
つ
い
て
も
、
妾
と
い
う
地
位
を
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
妻
の
嫉
妬
で
追
い
出
さ
れ
た
た
り
、
虐
待
さ
れ
た
り
す
る

こ
と
も
あ
る）

1（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
主
人
の
妾
と
な
っ
た
婢
は
、
主
人
の
手
が
つ
い
た
だ
け
の
婢
と
は
異
な
る
。
子
ど
も
が
生
ま
れ
れ

ば
、
死
後
も
自
分
の
子
ど
も
か
ら
祭
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る）

11
（

。
ま
た
、
妾
の
子
で
あ
っ
て
も
、
財
産
相
続
権
は
妻
の
子
と
同
様
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で
あ
っ
た）

11
（

。

今
ま
で
見
て
き
た
ケ
ー
ス
は
妾
に
な
っ
た
婢
で
あ
っ
た
が
、
清
代
の
小
説
、『
岐
路
灯
』
の
第
一
〇
三
回
に
は
、
下
僕
の
娘
（
＝
婢
）

を
息
子
の
嫁
に
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る）

11
（

。
そ
の
中
で
は
、
忠
実
で
人
格
的
に
優
れ
た
奴
僕
の
大
き
な
功
労
に
報

い
る
た
め
、
奴
僕
の
娘
を
息
子
の
嫁
に
し
よ
う
と
し
た
。
友
人
も
そ
う
す
る
よ
う
勧
め
た
が
、「
良
賤
間
の
婚
姻
は
法
律
違
反
」
な

ど
と
人
に
言
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
加
え
て
他
の
縁
談
が
持
ち
上
が
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
奴
僕
の
娘
を
息
子
の
妾
に
す
る
こ
と
に
落

ち
着
い
た
。

こ
こ
で
は
、
主
人
の
家
に
と
っ
て
大
き
な
功
績
の
あ
っ
た
下
僕
の
娘
を
嫁
に
す
る
こ
と
が
現
実
味
を
帯
び
た
選
択
肢
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
が
、
最
終
的
に
は
妾
に
落
ち
着
い
て
い
る
。
妾
と
な
っ
て
も
、「
賤
」
の
身
分
を
脱
す
る
こ
と
は
で
き
た
は
ず
で
あ
る
が
、

妾
な
ら
ば
「
良
賤
不
婚
」
と
他
人
か
ら
言
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
認
識
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
正
妻
と
し
て
婢
が
嫁

ぐ
事
例
は
数
多
く
見
ら
れ
、
裁
判
と
な
っ
て
も
そ
の
部
分
は
問
題
視
さ
れ
て
い
な
い）

11
（

。『
岐
路
灯
』
の
中
で
婢
を
嫁
に
し
て
、
周
囲

か
ら
の
目
を
気
に
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
な
り
の
家
だ
か
ら
で
あ
り
、
貧
家
の
正
妻
と
な
れ
ば
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

婢
は
妻
妾
と
な
っ
た
後
も
、周
囲
か
ら
特
別
な
目
で
見
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、『
金
瓶
梅
』
の
孫
雪
娥
は
婢
あ
が
り
の
妾
で
あ
る
が
、

他
の
妾
か
ら
見
下
さ
れ
る
様
子
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
官
僚
か
ら
も
認
識
さ
れ
て
い
た
。
前
述
の
徐
宗
幹
は
知
州
や
知
県
が
高
官

と
な
る
の
は
、
婢
が
夫
人
と
な
る
よ
う
な
も
の
だ
、
と
た
と
え
て
い
る）

11
（

。
そ
の
中
で
、
夫
人
と
な
れ
ば
、
婢
を
取
り
締
ま
ら
な
い
わ

け
に
は
い
か
な
い
が
、
婢
は
裏
で
「
あ
ん
た
も
わ
た
し
た
ち
と
同
じ
出
身
な
の
に
忘
れ
た
の
か
」
と
陰
口
を
言
う
、
と
記
し
て
い
る
。

婢
が
妻
妾
と
な
っ
て
も
、
か
つ
て
同
じ
立
場
で
あ
っ
た
婢
か
ら
は
最
初
か
ら
妻
妾
だ
っ
た
女
性
と
同
じ
よ
う
に
は
見
な
さ
れ
ず
、
陰

口
を
言
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
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婢
出
身
者
が
妻
妾
と
な
っ
た
り
、
解
放
さ
れ
て
も
、
特
別
な
目
で
見
ら
れ
続
け
る
こ
と
は
裁
判
の
史
料
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
る
。
乾
隆
年
間
に
、
直
隷
の
保
定
府
で
嫁
が
舅
を
毒
殺
す
る
と
い
う
事
件
が
起
き
た）

11
（

。
そ
の
原
因
は
、
舅
姑
が
か
つ
て
奴
婢
で

あ
っ
た
こ
と
を
嫁
が
知
り
、
自
分
は
良
民
出
身
で
あ
る
こ
と
か
ら
不
満
に
思
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
舅
と
姑
は
と
も
に
か
つ
て
同
じ

主
人
の
奴
婢
で
あ
り
、
主
人
が
二
人
を
結
婚
さ
せ
て
、
や
が
て
解
放
し
た
の
で
あ
っ
た
。
事
件
そ
の
も
の
は
、
嫁
に
よ
る
舅
の
殺
人

と
し
て
扱
わ
れ
、
舅
姑
が
奴
婢
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
判
断
を
左
右
し
て
い
な
い
。

続
い
て
、
妻
妾
と
な
っ
た
婢
の
身
分
に
対
す
る
認
識
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
裁
判
史
料
か
ら
見
る
。
主
人
は
婢
を
妾
の

地
位
に
直
す
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た）

11
（

。
妾
と
な
っ
た
婢
は
「
賤
」
身
分
で
は
な
く
な
っ
た
と
み
な
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
婢
と

い
う
身
分
だ
っ
た
こ
と
は
、
妾
と
な
っ
て
も
裁
判
を
左
右
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
三
姐
と
い
う
女
性
が
主
人
の
娘
の
耳
環
を
盗
む
た

め
、
耳
た
ぶ
ま
で
も
切
り
取
っ
た
事
件
で
あ
る）

11
（

。
三
姐
は
か
つ
て
婢
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
主
人
の
妾
と
な
っ
て
い
た
。
三
姐
は
す

で
に
主
人
の
妾
と
し
て
い
れ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
を
婢
と
し
て
裁
く
の
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
刑
部
尚
書
ら
が

報
告
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
都
察
院
承
政
ら
は
、
や
は
り
奴
婢
が
家
長
の
期
親
を
殴
っ
て
傷
つ
け
た
律
に
よ
っ
て
裁
く
の
が
よ
い
と

報
告
し
、
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
。
主
人
の
娘
を
傷
つ
け
た
と
い
う
案
件
の
た
め
、
も
と
も
と
の
婢
で
あ
る
と
い
う
身
分
が
注
目
さ
れ

た
の
で
は
あ
る
が
、
妾
で
あ
る
以
上
は
婢
と
し
て
裁
く
の
は
よ
く
な
い
と
い
う
認
識
を
持
つ
官
僚
も
お
り
、
裁
判
に
あ
た
る
者
た
ち

の
間
で
も
意
見
が
分
か
れ
る
よ
う
な
繊
細
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
四
）
婢
の
貞
節

は
じ
め
に
、
裁
判
史
料
か
ら
見
る
。
期
限
付
き
で
婢
と
な
っ
た
女
性
が
、
強
姦
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
恥
じ
て
自
害
し
、
貞

節
で
あ
る
と
し
て
表
彰
さ
れ
た
案
件
で
あ
る）

11
（

。
童
養
媳
の
郭
氏
を
、
夫
の
親
が
三
年
限
定
の
婢
と
し
て
質
入
れ
し
た
。
主
人
の
息
子
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が
郭
氏
を
強
姦
し
よ
う
と
し
た
の
で
、
郭
氏
は
恥
じ
て
自
殺
し
た
。
主
人
の
息
子
へ
の
抵
抗
は
咎
め
ら
れ
ず
、
郭
氏
は
烈
女
と
し
て

表
彰
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
の
、
僕
女
に
属
す
の
で
、
彼
女
の
墓
の
前
に
坊
を
立
て
、
祠
内
に
位
牌
を
設
け
る
こ
と
は
し
な
い
、

と
判
断
さ
れ
た
。
期
間
限
定
で
あ
っ
て
も
、
婢
と
な
っ
て
い
る
間
に
自
殺
し
た
郭
氏
に
対
し
て
は
、
良
民
と
し
て
で
は
な
く
、
婢
の

身
分
を
も
と
に
し
て
貞
節
表
彰
が
行
わ
れ
た
。

婢
の
貞
節
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
は
、
冒
頭
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
複
雑
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が

主
人
や
そ
の
家
族
へ
の
抵
抗
を
伴
う
場
合
に
は
、
彼
女
は
主
人
に
忠
実
で
あ
る
べ
き
な
の
か
、
自
分
の
貞
操
を
守
る
べ
き
か
と
い
う

問
題
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

明
末
清
初
の
人
、
屈
大
均
の
記
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
た
い
へ
ん
興
味
深
い）

1（
（

。
彭
烈
女
の
墓
は
広
州
大
北
門
外
、
百
余
歩
の
と
こ
ろ

に
あ
る
。
彭
烈
女
は
か
つ
て
某
家
の
婢
で
あ
り
、
色
っ
ぽ
く
て
美
し
か
っ
た
。
そ
の
主
人
は
す
で
に
彼
女
を
傔
某
と
婚
約
さ
せ
て
い

た
。
あ
る
夕
、
手
を
つ
け
よ
う
と
し
た
が
、
彼
女
は
固
く
拒
ん
だ
。
主
人
は
傔
を
追
い
払
っ
て
そ
の
意
を
絶
た
せ
よ
う
と
し
た
。
傔

が
出
発
に
あ
た
っ
て
、
不
遜
な
口
を
聞
く
と
、
主
人
は
怒
っ
て
数
百
も
む
ち
打
ち
、
肩
や
背
か
ら
流
血
す
る
ほ
ど
に
な
っ
た
。
烈
女

は
遂
に
自
ら
首
を
く
く
っ
た
。
主
人
は
深
く
悔
い
て
、
烈
女
の
墓
を
作
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
主
人
に
逆
ら
っ
て
婢
が
自
ら

の
貞
操
を
守
る
こ
と
も
、
毅
然
と
し
た
態
度
と
し
て
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る
可
能
性
が
出
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
主
人
の
意

に
反
し
て
も
貞
操
を
守
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、妻
に
関
す
る
貞
節
表
彰
規
定
の
変
遷
が
参
考
に
な
る
。
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、

一
七
五
三
年
の
江
蘇
省
の
事
案
で
、
夫
の
家
か
ら
姦
を
売
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
て
従
わ
ず
、
そ
の
結
果
死
ん
だ
場
合
、
妻
は
表
彰
さ

れ
る
と
い
う
先
例
が
で
き
た
。
こ
れ
は
夫
や
夫
の
家
へ
の
抵
抗
で
あ
る
が
、
非
常
に
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
で
夫
に
対
す
る
完
全
な
性
的

忠
誠
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
固
執
し
た
が
ゆ
え
で
あ
る
と
い
う）

11
（

。
婢
の
場
合
は
、
逆
ら
っ
た
相
手
で
あ
る
主
人
が
貞
操
を
捧
げ
る
相
手

で
は
な
い
こ
と
や
、
妻
と
異
な
り
正
式
な
家
族
内
身
分
を
持
た
な
い
と
い
う
点
で
、
妻
の
事
例
と
は
同
列
に
扱
え
な
い
が
、
本
来
仕
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え
る
べ
き
家
や
そ
の
主
人
に
背
い
て
も
貞
操
を
守
る
こ
と
が
称
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
貞

操
が
主
人
や
夫
の
家
に
尽
く
す
こ
と
以
上
に
価
値
が
あ
る
こ
と
だ
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

家
と
（
婢
を
含
む
）
女
性
と
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
変
化
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

公
的
表
彰
を
受
け
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
主
人
に
抵
抗
し
た
彭
烈
女
が
周
囲
か
ら
貞
節
な
女
性
と
し
て
称
え
ら
れ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
手
が
か
り
と
し
て
、『
太
上
感
應
篇
直
講
』「
見
他
色
美
起
心

私
之
」
の
記
述
を
見
て
み
る
。
こ
の
史
料
で
は
、「
他
の
色
美
」
の
「
他
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
解
釈
を
し
て
い
る
。

こ
の
「
他
」
と
い
う
字
の
中
に
は
婢
や
僕
婦
も
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
の
人
は
飢
え
や
寒
さ
に
迫
ら
れ
て
、
肉
親
と
離
れ
、
人

の
鼻
息
を
窺
っ
て
い
る
。
礼
を
持
た
ず
に
無
慈
悲
に
こ
き
使
え
ば
神
を
怒
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
こ
れ
を
犯
そ
う
と
考

え
る
な
ら
ば
、
必
ず
天
譴
に
遭
う
こ
と
に
な
る）

11
（

。 

「
見
他
色
美
起
心
私
之
」
に
付
さ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
他
人
の
妻
や
娘
に
対
し
て
淫
ら
な
気
持
ち
を
起
こ
し
た
と
い
う
も
の
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
同
じ
世
帯
の
一
員
で
あ
る
婢
が
含
ま
れ
る
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
婢
が
主
人
の
家
の

一
員
と
し
て
で
は
な
く
、
将
来
的
に
何
者
か
に
嫁
ぐ
こ
と
を
前
提
と
し
て
女
性
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

婢
の
貞
節
表
彰
は
錮
婢
の
禁
止
同
様
、
主
人
の
家
と
婢
の
関
係
が
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
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お
わ
り
に

明
清
時
代
に
お
い
て
、
錮
婢
は
地
域
の
男
女
比
や
結
婚
需
要
、
婢
の
価
格
な
ど
の
要
素
の
バ
ラ
ン
ス
の
中
で
発
生
し
た
。
ま
た
、

家
の
慣
習
や
女
性
主
人
中
心
の
家
を
切
り
盛
り
す
る
と
い
う
需
要
も
、家
に
馴
染
ん
だ
婢
を
手
放
さ
な
い
理
由
の
一
つ
に
な
り
え
た
。

錮
婢
は
裁
判
史
料
に
お
い
て
も
、
善
書
に
お
い
て
も
、
良
い
こ
と
と
し
て
は
語
ら
れ
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
錮
婢
を
や
め
、
二
〇

代
前
半
ま
で
の
適
切
な
時
期
に
嫁
が
せ
る
こ
と
が
善
と
し
て
語
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
主
人
が
婢
に
手
を
出
す
こ
と
は
、
主
人
の
家
に

と
っ
て
有
利
で
あ
れ
ば
善
書
の
中
で
は
必
ず
し
も
「
悪
」
と
さ
れ
な
い
。
主
人
の
家
の
子
孫
を
絶
や
さ
な
い
た
め
な
ら
、
女
主
人
も

そ
れ
を
勧
め
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
特
に
、無
事
に
子
を
生
み
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
妾
な
ど
の
地
位
に
つ
く
場
合
で
あ
れ
ば
、

婢
は
身
分
も
上
昇
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
彼
女
自
身
に
と
っ
て
も
幸
運
と
さ
れ
た
こ
と
が
小
説
か
ら
見
て
と
れ
る
。

婢
が
下
僕
と
結
婚
す
る
こ
と
は
、
子
ど
も
ま
で
含
め
て
永
代
的
に
そ
の
家
に
服
役
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
方
で
、
婢
を
で
き

れ
ば
適
齢
期
に
嫁
が
せ
る
べ
き
と
の
考
え
方
は
、「
良
民
」
の
娘
、
あ
る
い
は
誰
か
の
娘
と
の
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

婢
を
下
僕
と
結
婚
さ
せ
、
婢
の
身
分
を
永
遠
に
「
賤
」
に
固
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
懸
念
は
ど
の
史
料
に
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
婢
を
妻
妾
に
し
て
身
分
を
上
昇
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
特
別
留
意
さ
れ
て
お
ら
ず
、
正
妻
が
い
い
か
、
妾
が
い
い
か
な
ど

の
、
嫁
ぐ
際
の
条
件
に
つ
い
て
も
記
述
が
な
い
。
錮
婢
を
禁
じ
る
こ
と
に
も
苦
労
す
る
中
、
婢
を
嫁
が
せ
る
先
に
つ
い
て
ま
で
条
件

を
つ
け
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

他
方
、
男
性
の
中
に
は
、
婢
を
娶
る
た
め
に
自
ら
下
僕
に
な
る
者
が
い
た
。
婢
の
婚
姻
は
主
人
や
他
家
の
妻
妾
と
な
っ
て
身
分
を

良
に
上
昇
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
、
下
僕
の
妻
と
し
て
身
分
を
賤
に
固
定
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
男
性
の
場
合
に
は
、
結
婚
を
求
め

る
た
め
に
進
ん
で
良
か
ら
賤
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
の
一
つ
と
し
て
は
、
人
口
増
大
に
伴
っ
て
男
女
比
の
ア
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ン
バ
ラ
ン
ス
が
さ
ら
に
顕
著
に
な
り
、
結
婚
で
き
な
い
男
性
が
増
加
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
も
う
一
つ
の
理
由
と
し

て
、
良
賤
感
覚
の
変
化
も
指
摘
で
き
る
。

明
清
時
代
に
お
い
て
、
他
人
に
服
役
す
る
奴
婢
は
賤
視
さ
れ
、
奴
僕
と
な
っ
た
者
は
宗
族
の
名
誉
を
損
な
う
と
し
て
、
族
譜
に
記

載
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
っ
た）

11
（

。
し
か
し
、
そ
の
賤
性
は
必
ず
し
も
立
場
だ
け
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
明
清
時

代
の
身
分
感
覚
に
お
い
て
「
賤
」
感
覚
の
核
心
は
「
服
役
」
に
あ
っ
た
が
、
官
僚
で
あ
っ
て
も
奴
僕
然
と
し
て
有
力
者
の
頤
使
に
応

ず
る
と
い
う
矛
盾
が
強
く
意
識
さ
れ
、
明
末
清
初
の
小
説
や
善
書
の
中
に
は
、
士
大
夫
の
偽
善
性
に
対
し
て
奴
僕
や
賤
民
の
道
徳
性

を
称
揚
す
る
も
の
が
多
か
っ
た）

11
（

。
人
々
の
中
に
、
現
実
に
服
役
し
て
い
る
か
否
か
だ
け
で
は
な
く
、
道
徳
性
に
基
づ
い
て
賤
性
を
判

断
す
る
感
覚
が
備
わ
っ
て
き
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。
婢
の
貞
節
を
称
揚
す
る
こ
と
も
、
婢
に
主
人
の
家
の
従
属
者
と
し
て
だ
け
で

は
な
い
人
格
を
認
め
る
こ
と
で
あ
り
、良
賤
感
覚
の
変
化
を
示
し
て
い
る
。
契
買
の
奴
婢
保
有
を
公
認
し
た
り
、被
差
別
集
団
の
人
々

を
解
放
し
た
り
す
る
雍
正
帝
の
改
革
は
、
身
分
的
な
流
動
性
を
追
認
し
な
が
ら
身
分
秩
序
を
整
え
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
を
示
す
も

の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
過
程
を
通
じ
て
、
人
々
の
「
賤
性
」
に
対
す
る
感
覚
は
一
層
鋭
敏
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う）

11
（

。
錮
婢
の
禁
止

は
男
女
比
の
問
題
ば
か
り
で
は
な
く
、
明
末
か
ら
清
代
に
か
け
て
の
良
賤
感
覚
の
変
化
に
基
づ
い
て
い
た
。
妻
を
娶
る
た
め
に
下
僕

に
な
る
男
性
や
、自
ら
の
許
嫁
の
た
め
に
主
人
に
逆
ら
う
婢
が
現
れ
、良
と
賤
の
感
覚
は
あ
る
意
味
で
流
動
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。
錮
婢
を
め
ぐ
る
社
会
通
念
は
矛
盾
を
孕
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
貞
節
、
身
分
感
覚
と
家
と
の
複
雑
な
関
係
の
一
端
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
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註（
１
）　

明
清
時
代
の
貞
節
に
関
す
る
研
究
は
多
い
が
、
合
山
究
『
明

清
時
代
の
女
性
と
文
学
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
六
年
、L

u, 
W

eijin
g, T

ru
e to H

er W
ord

: T
h

e F
a

ith
fu

l M
a

id
en

 

C
u

lt in
 L

a
te Im

p
eria

l C
h

in
a, S

tanford, C
alifornia: 

S
tanford U

niversity P
ress, 2008

な
ど
を
参
照
。

（
２
）　

そ
の
内
容
は
、
僕
婦
婢
女
や
尼
僧
道
姑
で
姦
を
拒
ん
で
身

を
汚
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
死
亡
し
た
者
は
表
彰
し
、
女
性
の
墓

の
前
に
坊
を
建
て
る
た
め
の
銀
を
地
方
官
か
ら
支
給
さ
せ
る

が
、
祠
内
に
位
牌
を
設
け
る
こ
と
は
認
め
な
い
、
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
旗
人
の
僕
婦
に
つ
い
て
も
、
た
だ
坊
を
建

て
る
た
め
の
銀
を
与
え
、
祠
内
に
位
牌
を
設
け
る
こ
と
は
さ
せ

ず
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
名
分
を
明
ら
か
に
す
べ
き
だ
、
と
し
た
。

山
崎
純
一
「
清
朝
に
お
け
る
節
烈
旌
表
に
つ
い
て
―
―
同
期
列

女
伝
刊
行
の
背
景
」『
中
国
古
典
研
究
』（
早
稲
田
大
学
）十
五
号
、

一
九
六
七
年
十
二
月
、
五
五
頁
。

（
３
）　

凡
紳
衿
、庶
民
之
家
、如
有
将
婢
女
不
行
婚
配
、致
令
孤
寡
者
、

照
不
応
重
律
、
杖
八
十
。
係
民
的
決
、
紳
衿
依
律
納
贖
、
令
其

択
配
。
※
雍
正
十
三
年
定
例
、
乾
隆
五
年
館
修
入
律
。（『
大
清

律
例
通
考
』
巻
十
、
戸
律
婚
姻
［
馬
建
石
・
楊
育
棠
主
編
『
大

清
律
例
通
考
校
注
』
中
国
政
法
大
学
出
版
社
、
一
九
九
二
年
、

四
五
四
頁
］）。

（
４
）　

た
と
え
ば
、
韋
慶
遠
・
呉
奇
衍
・
魯
素
『
清
代
奴
婢
制
度
』

北
京
：
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
一
九
八
二
年
な
ど
。

（
５
）　

王
雪
萍
『
一
六
―
一
八
世
紀
婢
女
生
存
状
態
研
究
』
哈
爾
濱
：

黒
龍
江
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
。

（
６
）　

洪
喜
美
「
近
代
中
国
知
識
分
子
的
人
道
関
懐
―
―
以
婢
女
解

放
為
例
的
探
討
」『
国
史
館
学
術
集
刊
』
二
期
、
二
〇
〇
二
年

十
二
月
、
張
暁
霞
・
顧
東
明
「
晩
清
婢
女
的
社
会
地
位
及
生
活

状
況
―
―
以
《
申
報
》
一
八
九
九
―
一
九
〇
三
年
尋
婢
広
告
為

中
心
考
察
」『
牡
丹
江
師
範
学
院
学
報
（
哲
社
版
）』
二
〇
一
〇

年
六
期
な
ど
。

（
７
）　

M
atthew

 H
. S

om
m

er, S
ex, L

a
w

, a
n

d
 S

ociety in
 

L
ate Im

perial C
h

in
a, S

tanford, C
alifornia: S

tanford 
U

niversity P
ress, 2000.

（
８
）　S

om
m

er op.cit., pp.8-12, pp.46-54. 

（
９
）　

小
山
正
明
『
明
清
社
会
経
済
史
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
二
年
、
お
よ
び
、
高
橋
芳
郎
『
宋
―
清
身
分
法
の
研
究
』

北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
一
年
。

（
10
）　

台
人
雖
貧
、
男
不
為
奴
、
女
不
為
婢
、
臧
獲
之
輩
、
倶
従
内

地
来
者
。
陳
文
達
等
『
台
湾
県
志
』
巻
一
「
輿
地
志
」
風
俗
条
、

台
北
市
：
台
湾
省
文
献
会
、一
九
五
八
年
、五
八
頁
。
曾
国
棟
「
従

『
錮
婢
示
禁
碑
』
看
清
代
台
湾
社
会
的
婢
女
問
題
」『
台
南
文
化
』

新
四
七
期
、
一
九
九
九
年
九
月
、
十
一
頁
参
照
。

（
11
）　

其
民
男
多
女
少
、
匹
夫
猝
難
得
婦
。
…
…
無
久
停
親
柩
、
無

永
錮
婢
女
。
劉
良
璧
等
『
重
修
福
建
台
湾
府
志
』（
台
湾
文
献
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叢
刊
第
七
四
種
）
巻
六
「
風
俗
」
九
一
頁
。
耿
慧
玲
「
禁
錮
婢

女
碑
与
清
代
台
湾
婦
女
地
位
研
究
」『
朝
陽
学
報
』
十
三
期
、

二
〇
〇
八
年
九
月
、
三
一
五
頁
参
照
。

（
12
）　

台
地
男
多
女
少
、養
女
及
笄
、即
行
遣
嫁
、従
無
溺
女
之
陋
習
。

尹
士
俍
纂
・
李
祖
基
点
校
『
台
湾
志
略
』
北
京
市
：
九
州
出
版
社
、

二
〇
〇
三
年
、
中
巻
四
九
頁
。
耿
前
掲
論
文
、
三
一
八
頁
参
照
。

（
13
）　

道
光
二
〇
年
（
一
八
四
〇
）
の
「
錮
婢
積
習
示
禁
碑
記
」
と

「
厳
禁
蓄
養
婢
女
不
為
択
配
碑
記
」、
光
緒
十
五
年
（
一
八
八
九
）

の
「
厳
禁
錮
婢
不
嫁
碑
記
」（
一
式
二
件
）
の
計
四
件
で
あ
る
。

曾
前
掲
論
文
、
十
一
頁
参
照
。

（
14
）　

台
地
風
俗
、
婢
長
不
嫁
、
或
畜
之
於
家
、
或
転
鬻
他
人
、
終

身
老
役
、
死
而
後
已
。
…
家
如
有
婢
女
年
至
二
十
三
歳
以
上
者
、

一
概
即
為
択
配
、
以
召
天
和
、
而
挽
悪
習
。（
何
培
夫
編
『
台

湾
地
区
現
存
碑
碣
図
誌
・
台
南
市
篇
』
台
北
市
：
国
立
中
央
図

書
館
台
湾
分
館
、
一
九
九
二
年
、
三
七
九
頁
、「
錮
婢
積
習
示

禁
碑
記
」
道
光
二
〇
年
）。
字
の
判
定
や
標
点
に
つ
い
て
は
、

曾
前
掲
論
文
十
二
頁
を
参
照
し
た
。

（
15
）　

男
僕
二
十
余
即
当
為
之
娶
妻
。
女
婢
近
二
十
、
即
当
使
有
配

偶
、
或
別
嫁
之
。［
清
］
張
履
祥
『
楊
園
先
生
全
集
』
巻
四
八

「
訓
子
語
下
」。
呉
振
漢
「
明
代
奴
僕
之
生
活
概
況
―
―
幾
個
重

要
問
題
的
探
討
」『
史
原
』
十
二
期
、
一
九
八
二
年
十
一
月
、

三
七
頁
、
お
よ
び
、
小
山
前
掲
書
、
三
二
四
頁
参
照
。
両
者
は

字
句
に
異
同
が
あ
る
た
め
、
陳
祖
武
点
校
『
揚
園
先
生
全
集
』

北
京
：
中
華
書
局
、
二
〇
〇
二
年
に
拠
っ
た
。

（
16
）　

前
注
三
参
照
。

（
17
）　

郭
松
義
「
清
代
的
納
妾
制
度
」『
近
代
中
国
婦
女
史
研
究
』

四
期
、
一
九
九
六
年
八
月
、
三
八
頁
。

（
18
）　

同
右
。

（
19
）　

郭
前
掲
論
文
、
五
〇
頁
。

（
20
）　
「
主
家
の
側
で
は
、
奴
僕
と
女
婢
と
を
結
婚
さ
せ
て
家
族
を

構
成
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
僕
婢
家
族
の
子
孫
に
至
る
ま
で
の

永
代
的
支
配
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
」（
小
山
前

掲
書
、
三
二
八
頁
）。

（
21
）　
『
金
瓶
梅
』
の
中
の
六
人
の
婢
の
価
格
を
み
る
と
、
容
姿
の

特
に
良
い
春
梅
が
十
六
両
な
の
を
除
い
て
は
、
五
両
か
ら
七
両

で
あ
り
、
豚
肉
の
価
格
は
百
斤
で
二
両
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
婢

一
人
の
価
格
は
豚
一
頭
の
価
格
に
も
及
ば
な
い
こ
と
が
う
か
が

え
る
（
呉
前
掲
論
文
、
三
四
―
三
六
頁
）。

（
22
）　
［
清
］
林
雲
銘
『
挹
奎
楼
選
稿
』
巻
十
二
「
老
女
行
」。
阿
風

『
明
清
時
代
婦
女
的
地
位
与
権
利
―
―
以
明
清
契
約
文
書
・
訴

訟
檔
案
為
中
心
』
北
京
：
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、二
〇
〇
九
年
、

一
五
五
頁
注
三
参
照
。
ま
た
、
明
末
の
陳
龍
正
も
嘉
・
湖
・
蘇
・

松
で
は
二
〇
歳
前
後
で
女
主
人
が
人
を
選
ん
で
婢
を
嫁
が
せ
る

が
、
歙
で
は
終
身
嫁
が
せ
な
い
と
述
べ
て
い
る
（［
明
］
陳
龍

正
『
幾
亭
外
書
』
巻
四
、
呉
前
掲
論
文
三
七
頁
参
照
）。

（
23
）　

小
山
前
掲
書
、
三
五
九
頁
注
七
に
お
い
て
も
、
錮
婢
に
つ
い
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て
の
記
述
は
華
中
・
華
南
地
域
の
史
料
に
散
見
さ
れ
る
、
と
記

さ
れ
て
い
る
。

（
24
）　
『
四
此
堂
稿
』
の
「
序
」
に
よ
れ
ば
、
本
書
に
は
浙
江
巡
撫

の
幕
僚
を
し
た
際
に
記
し
た
公
文
書
を
収
録
し
て
お
り
、
当
時

の
巡
撫
は
范
承
謨
で
あ
る
。
范
承
謨
は
康
煕
七
年
（
一
六
六
八
）

～
十
一
年
（
一
六
七
二
）
ま
で
、
浙
江
巡
撫
を
務
め
た
。

（
25
）　

人
之
貴
賤
雖
有
等
殊
、
男
女
大
倫
原
無
差
別
。
貧
家
之
女
不

幸
売
身
為
婢
、
受
人
駆
役
、
情
既
可
憐
、
服
事
代
労
、
義
尤
当
念
。

至
於
匹
配
婚
婣
之
際
、
尤
切
鰥
寡
怨
曠
之
心
、
苟
逆
人
情
、
必

傷
天
理
。
近
訪
該
属
士
民
家
婢
多
不
遣
嫁
、
只
圖
自
便
、
錮
人

終
身
。
…
…
為
此
示
仰
士
民
人
等
知
悉
凡
畜
養
婢
女
年
及
二
十

者
悉
宜
遣
嫁
、
不
許
羈
留
。
即
謂
熟
用
之
人
、
不
肯
遠
離
、
亦

当
選
択
家
僮
、
与
為
婚
配
。（［
清
］
魏
際
瑞
『
四
此
堂
稿
』
巻

一
「
禁
錮
婢
不
嫁
」）。

（
26
）　

一
婢
女
宜
遣
嫁
。
以
時
男
子
三
十
而
娶
、
女
子
二
十
而
嫁
、

礼
也
。
凡
人
生
有
子
女
咸
思
及
時
婚
配
、
宜
其
室
家
、
何
独
于

婢
女
不
然
。（［
清
］逯
英『
誠
求
録
』巻
一
、告
示「
郷
族
規
条
」）。

（
27
）　

前
掲
『
誠
求
録
』
巻
二
、
判
語
「
乞
着
領
聘
等
事
」。

（
28
）　

古
礼
女
子
二
十
而
嫁
、
有
故
則
二
十
三
而
嫁
、
明
以
二
十
三

為
最
遅
也
。（［
清
］
梁
章
鉅
『
帰
田
瑣
記
』
巻
八
）。

（
29
）　

浦
城
錮
婢
之
風
、
牢
不
可
破
。
余
曾
撰
錮
婢
説
一
篇
、
以
代

暮
鼓
晨
鐘
、乃
殊
少
警
覺
者
。
余
到
浦
甫
三
年
、而
遣
婢
至
五
次
、

皆
不
收
其
身
價
、
而
中
兩
婢
、
乃
從
錮
婢
之
家
轉
鬻
而
嫁
之
者
、

不
可
謂
但
以
言
感
人
者
矣
。（
前
掲
『
帰
田
瑣
記
』
巻
八
、「
附

徐
観
察
詩
」）。

（
30
）　

夫
正
家
之
道
以
不
用
婢
女
為
最
善
。
即
使
令
需
人
年
近
二
十

必
須
及
時
択
配
。
彼
亦
子
女
不
過
命
薄
耳
。
一
任
禁
錮
、
非
所

以
養
和
気
於
家
室
、
貽
陰
徳
於
子
孫
也
。（［
清
］
徐
宗
幹
『
斯

未
信
齋
文
編
』
官
牘
六　

福
建
「
戒
錮
婢
文
」）。

（
31
）　
『
江
蘇
省
例
三
編
』「
梟
例　

民
間
婢
女
依
限
択
配
」、『
治
浙

成
規
』
巻
五
「
錮
婢
二
十
五
歳
以
上
照
例
治
罪
并
許
親
属
領
回

不
追
身
價
」。

（
32
）　

福
建
『
省
例
』「
刑
政
例
（
上
）　

禁
士
民
錮
婢
、奸
媒
開
館
」

（
乾
隆
二
六
年
九
月
初
二
日
）。

（
33
）　

如
有
婢
女
年
至
二
十
三
歳
、
即
為
択
配
。
至
遅
亦
不
得
過

二
十
五
歳
。
倘
過
二
十
五
歳
不
為
択
配
者
、
許
該
婢
及
婢
之
父

母
兄
弟
親
属
人
等
赴
官
呈
訴
。
即
准
其
領
回
択
配
、
不
追
身
価
。

仍
治
家
長
以
本
杖
八
十
之
罪
。（
前
掲
『
台
湾
地
区
現
存
碑
碣

図
誌
・
台
南
市
篇
』
三
七
九
頁
）。
字
の
判
定
や
標
点
に
つ
い

て
は
、
耿
前
掲
論
文
、
三
二
八
―
三
二
九
頁
を
参
照
し
た
。

（
34
）　

郭
松
義
『
倫
理
与
生
活
―
―
清
代
的
婚
姻
関
係
』
北
京
：
商

務
印
書
館
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
〇
二
頁
。

（
35
）　

王
前
掲
書
、
一
六
八
―
一
七
〇
頁
。

（
36
）　

た
と
え
ば
、［
清
］
劉
兆
麒
『
総
制
浙
閩
文
檄
』
巻
四
に
は
「
禁

溺
女
錮
婢
」
と
い
う
文
章
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
37
）　

酒
井
忠
夫
『
増
補
中
国
善
書
の
研
究　

上
』
国
書
刊
行
会
、
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一
九
九
九
年
、
一
三
頁
。

（
38
）　

大
澤
顯
浩「
漢
籍
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
―
―
文
明
の
ア
ウ
ラ
」

（
大
澤
顯
浩
編
『
東
ア
ジ
ア
書
誌
学
へ
の
招
待
』（
第
一
巻
）
東

方
書
店
、
二
〇
一
一
年
）。

（
39
）　

配
一
男
女
及
時
…
二
十
善
。
善
遣
一
婢
愼
為
択
配
三
十
善
。

錮
一
婢
僕
不
娶
嫁
…
百
過
。
配
一
男
女
不
及
時
二
十
過
。（［
清
］

黄
正
元
『
太
上
感
應
篇
圖
説
』
付
属
「
太
微
仙
君
善
過
格
」、「
婢

僕
」）。

（
40
）　

闕
名
『
太
上
感
應
篇
直
講
』（
咸
豊
三
年
序
刊
本
、
東
洋
文

庫
蔵
）「
破
人
婚
姻
」。

（
41
）　

奴
僕
に
妻
帯
さ
せ
る
こ
と
は
当
時
の
家
訓
類
で
く
り
返
し
強

調
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
（
小
山
前
掲
書
三
二
四
頁
）。

（
42
）　

人
為
饑
寒
窮
苦
、
萬
不
得
巳
、
将
女
売
人
、
原
属
痛
心
切
歯

之
事
。
為
主
人
者
当
如
己
女
看
待
、
勿
行
汚
辱
。
若
以
盆
裏
食
、

堦
前
草
、
随
身
近
便
、
恣
意
淫
慾
、
且
久
遭
幽
閉
、
不
使
配
婚
、

比
亦
重
於
尋
常
淫
悪
、当
与
處
女
寡
婦
、同
切
痛
戒
。（
前
掲
『
太

上
感
應
篇
圖
説
』「
太
上
戒
淫
寳
訓
十
二
則　

願
効
集
」）。

（
43
）　

前
掲
『
太
上
感
應
篇
直
講
』「
苛
虐
其
下
」。

（
44
）　

本
来
、
父
母
や
親
族
が
身
価
を
返
し
て
娘
を
引
き
取
り
、
配

偶
者
を
見
つ
け
て
や
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い

た
。

（
45
）　

滋
賀
秀
三
『
中
国
家
族
法
の
原
理
』
創
文
社
、一
九
六
七
年
、

五
五
六
頁
。

（
46
）　

滋
賀
前
掲
書
、
五
七
一
―
五
七
二
頁
注
二
九
参
照
。

（
47
）　

凡
奴
姦
家
長
之
妾
者
、
各
絞
監
候
。
若
家
長
姦
家
下
人
有
夫

之
婦
者
、笞
四
十
。
係
官
交
部
議
處
。（「
奴
及
雇
工
人
姦
家
長
妻
」

の
条
例
）。（『
大
清
律
例
通
考
』
巻
三
三
、刑
律
犯
姦
［
前
掲
『
大

清
律
例
通
考
校
注
』
九
五
八
頁
］）。

（
48
）　

小
山
前
掲
書
、
三
六
〇
―
三
六
一
頁
注
十
八
。

（
49
）　

家
長
之
有
服
親
属
、
強
姦
奴
僕
雇
工
人
妻
女
未
成
、
致
令
羞

忿
自
盡
者
、杖
一
百
、發
近
邊
充
軍
。（「
奴
及
雇
工
人
姦
家
長
妻
」

の
条
例
）。（『
大
清
律
例
通
考
』
巻
三
三
、刑
律
犯
姦
［
前
掲
『
大

清
律
例
通
考
校
注
』
九
五
八
頁
］）。。

（
50
）　

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
蔵
内
閣
大
庫
檔
案
、
嘉
慶
十

年
六
月
二
六
日
、
二
一
九
二
八
七
―
〇
〇
一
。

（
51
）　

査
律
例
、
並
無
家
長
姦
婢
女
作
何
治
罪
之
文
。

（
52
）　

男
が
自
家
の
婢
と
情
交
を
持
つ
こ
と
は
あ
り
が
ち
で
、
家
の

外
に
お
け
る
秘
密
の
情
交
と
は
異
な
り
、
強
く
は
非
難
さ
れ
な

か
っ
た
。（
滋
賀
前
掲
書
、
五
五
六
頁
）

（
53
）　
［
清
］
黄
正
元
『
慾
海
慈
航
』
巻
一
「
可
染
不
染
」。

（
54
）　 

處
女　

寡
婦　

婢
女　

僕
婦　

乳
嫗　

人
妻　

娼
妓　

妾　

正
心
術　

燬
淫
書　

交
遊
謹
慎　

斬
子
嗣
。

（
55
）　 

閨
女　

寡
婦　

婦
人　

乳
母　

僕
婦　

使
女　

尼
姑　

娼
妓　

俊
童　

妻
妾（
石
璿
編
、安
堵
逸
郎
点『
遏
淫
篇
』一
八
八
五
年
）。

（
56
）　 
前
掲
『
太
上
感
應
篇
直
講
』「
乗
威
迫
脅
」。

（
57
）　

前
掲
『
慾
海
慈
航
』「
不
淫
善
報
」。
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（
58
）　 

無
名
氏
原
著
、
曹
善
揆
校
読
『
太
上
感
應
篇
経
史
集
証
』
民

国
二
八
年
刊
本
（『
三
洞
拾
遺
』
第
五
冊
、
合
肥
：
黄
山
書
社
、

二
〇
〇
五
年
所
収
）「
常
行
妬
忌
」。

（
59
）　

同
右
。

（
60
）　

主
人
が
手
を
出
そ
う
と
し
て
も
厳
し
く
拒
否
し
、夫
人
が「
主

人
の
お
手
が
つ
く
の
は
、
お
ま
え
の
幸
せ
に
な
る
こ
と
な
の
に

な
ぜ
拒
否
す
る
の
か
」
と
問
う
と
、
そ
ん
な
恥
知
ら
ず
の
こ
と

は
で
き
な
い
と
い
う
変
わ
っ
た
婢
で
あ
っ
た
。
主
人
が
病
気
に

な
る
と
股
の
肉
を
割
い
て
ス
ー
プ
を
作
っ
て
食
べ
さ
せ
た
。
後

に
、
夫
人
が
嫁
が
せ
よ
う
と
し
て
も
応
じ
な
か
っ
た
。
元
末
、

紅
巾
の
乱
で
夫
人
を
守
る
た
め
に
一
命
を
捨
て
た
。（『
西
湖
二

集
』
巻
十
九
「
侠
女
散
在
殉
節
」）［
小
川
陽
一
「
明
代
小
説
の

奴
婢
像
」『
東
北
大
学
教
養
部
紀
要
』
三
六
号
、
一
九
八
一
年

十
二
月
、
三
一
四
頁
］

（
61
）　

王
龍
泉
は
婢
の
劉
氏
を
寵
愛
し
て
い
た
。
し
か
し
、
妻
が

嫉
妬
し
て
許
さ
な
い
の
で
、
王
龍
泉
は
劉
氏
を
義
妹
だ
と
偽

り
、
仲
人
を
通
し
て
劉
氏
を
売
り
、
府
学
生
員
の
張
乃
文
の

妾
と
し
た
。
王
龍
泉
は
行
き
来
し
よ
う
と
し
た
が
、
張
乃
文

が
許
さ
な
い
の
で
、
罪
を
捏
造
し
て
誣
告
し
た
。
中
央
研
究

院
歴
史
語
言
研
究
所
蔵
内
閣
大
庫
檔
案
、
乾
隆
十
一
年
七
月

十
八
日
、
〇
八
九
九
〇
五
―
〇
〇
一
。

（
62
）　 

滋
賀
前
掲
書
五
五
三
頁
。

（
63
）　 

滋
賀
前
掲
書
二
四
七
頁
。

（
64
）　 

岸
本
美
緒
「『
岐
路
灯
』
に
見
る
清
代
中
国
の
身
分
感
覚
」『
比

較
日
本
学
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
』
八
号
（
お
茶
の
水

女
子
大
学
）、
二
〇
一
二
年
三
月
、
四
六
頁
。

（
65
）　 

王
前
掲
書
、
一
三
五
―
一
三
九
頁
。

（
66
）　 

前
掲
『
斯
未
信
齋
文
編
』
語
録
一
。

（
67
）　 

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
蔵
内
閣
大
庫
檔
案
、
乾
隆

十
九
年
三
月
十
四
日
、
〇
一
五
九
三
八
―
〇
〇
一
。

（
68
）　 

滋
賀
前
掲
書
五
五
六
頁
。

（
69
）　 

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
蔵
内
閣
大
庫
檔
案
、
順
治
十

年
十
二
月
十
六
日
、
〇
八
九
四
二
三
―
〇
〇
一
。

（
70
）　 

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
蔵
内
閣
大
庫
檔
案
、
乾
隆

三
五
年
十
二
月
二
日
、
〇
九
一
〇
二
三
―
〇
〇
一
。

（
71
）　 

彭
烈
女
墓
在
広
州
大
北
門
外
百
余
武
。
烈
女
往
為
某
家
婢
、

色
情
惋
美
。
其
主
已
許
字
傔
某
矣
。
一
夕
欲
嬈
之
、堅
拒
不
可
。

主
乃
逐
傔
以
絶
其
意
。
傔
臨
行
有
言
弗
遜
。
主
怒
撻
之
数
百
、

肩
背
流
血
。
烈
女
遂
自
繆
死
。（［
清
］
屈
大
均
『
広
東
新
語
』

巻
十
九　

墳
語
「
彭
烈
女
墓
」）。

（
72
）　 

マ
シ
ュ
ー
・
ソ
マ
ー
［
寺
田
浩
明
訳
］「
晩
期
帝
制
中
国

法
に
お
け
る
売
春
―
一
八
世
紀
に
お
け
る
身
分
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
か
ら
の
離
脱
―
」『
中
国
―
社
会
と
文
化
』
十
二
号
、

一
九
九
七
年
六
月
、
三
一
三
―
三
一
四
頁
。

（
73
）　 
這
他
字
、
包
括
婢
女
僕
婦
在
内
。
此
等
人
為
飢
寒
所
迫
、
致

骨
肉
分
離
、
仰
人
鼻
息
、
非
礼
虐
使
、
已
于
神
怒
。
若
思
犯
之
、
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必
遭
天
譴
。（
前
掲『
太
上
感
應
篇
直
講
』「
見
他
色
美
起
心
私
之
」）。

（
74
）　 

多
賀
秋
五
郎
『
宗
譜
の
研
究　

資
料
篇
』
東
洋
文
庫
、

一
九
六
〇
年
、
三
頁
。 

（
75
）　 
岸
本
美
緒
「
明
清
時
代
の
身
分
感
覚
」（『
風
俗
と
時
代

観　

明
清
史
論
集
１
』
研
文
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
一
六
六
―

一
六
九
頁
、（
該
論
文
の
原
載
は
森
正
夫
ほ
か
編
『
明
清
時
代

史
の
基
本
問
題
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
七
年
）。

（
76
）　 

岸
本
美
緒
「
清
代
に
お
け
る
「
賤
」
の
観
念
―
―
冒
捐
冒

考
問
題
を
中
心
に
」『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
四
四
冊
、

二
〇
〇
三
年
十
二
月
、
一
二
二
―
一
二
三
頁
。

【
付
記
】 

本
稿
は
平
成
二
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究

員
奨
励
費
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


