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元
朝
の
家
族
に
関
わ
る
諸
法
律
の
多
く
は
基
本
的
に
は
「
唐
律
」
に
則
っ
て
い
た
1

。
法
は
政
権
や
統
治
者
の
目
指
す
社
会
秩

序
の
安
定
に
必
要
と
さ
れ
る
規
定
で
あ
る
。「
唐
律
」
の
家
族
に
関
わ
る
諸
法
律
に
つ
い
て
も
同
じ
目
的
を
も
っ
て
作
ら
れ
、
宋

朝
に
お
い
て
引
き
継
が
れ
、
そ
の
後
の
王
朝
時
代
を
通
じ
て
漢
族
の
理
念
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
「
唐
律
」
の
家
族

法
は
モ
ン
ゴ
ル
民
族
政
権
下
の
元
代
で
は
弛
緩
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
は
多
い
。
な
か
で
も
親
族
の
寡
婦
を
妻
と
す
る
収
継

婚
2

の
許
容
が
第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
。

　

収
継
婚
は
匈
奴
の
時
代
か
ら
漢
族
が
批
判
し
て
き
た
北
方
民
族
の
結
婚
の
風
習
で
あ
り
、
金
朝
を
開
い
た
女
真
民
族
も
元
朝
の

モ
ン
ゴ
ル
族
も
こ
の
習
俗
を
持
っ
て
い
た
。
漢
族
と
北
方
民
族
の
文
化
を
分
け
る
も
の
と
見
ら
れ
、
漢
代
に
収
継
婚
は
禁
止
さ
れ
、

「
唐
律
」
に
受
け
継
が
れ
、
そ
れ
を
踏
襲
し
た
宋
代
も
禁
止
し
た
。
す
な
わ
ち
「
違
反
す
れ
ば
、
高
祖
か
ら
同
宗
の
配
偶
者
と
の

結
婚
は
杖
一
百
で
あ
り
、
な
か
で
も
緦
麻
以
上
で
あ
れ
ば
徒
一
年
、
さ
ら
に
小
功
以
上
で
あ
れ
ば
、
婚
姻
の
違
反
と
し
て
だ
け
で

な
く
、
姦
罪
と
し
て
扱
う
3

」
と
い
う
。
ま
た
当
時
の
姦
罪
の
量
刑
は
徒
一
年
半
、
有
夫
の
場
合
は
二
年
、
緦
麻
以
上
の
親
族
と

の
姦
は
三
年
で
あ
る
4

。
元
代
に
お
い
て
は
、
緦
麻
は
父
方
の
曽
祖
父
を
同
じ
と
す
る
父
の
排
行
の
妻
、
母
方
の
祖
父
を
同
じ
と

す
る
母
の
排
行
の
妻
、
自
ら
の
従
姉
妹
の
嫁
、
再
々
従
兄
弟
が
あ
た
り
、
小
功
は
母
の
従
兄
弟
、
父
の
従
兄
弟
、
自
身
の
従
姉
妹

の
嫁
、
兄
弟
の
妻
で
あ
る
5

。
す
な
わ
ち
「
唐
律
」
と
同
じ
に
考
え
れ
ば
、
兄
弟
の
妻
を
収
継
す
る
こ
と
は
姦
罪
と
し
て
扱
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
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し
か
し
元
代
で
は
長
く
収
継
婚
は
許
容
さ
れ
た
。
ま
た
明
清
時
代
に
も
禁
止
さ
れ
た
が
な
く
な
ら
な
か
っ
た
と
言
う
6

。「
唐
律
」

を
逸
脱
し
た
形
態
で
あ
る
た
め
か
、
元
代
の
収
継
婚
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
者
が
注
目
し
、
実
態
を
紹
介
し
、
モ
ン
ゴ
ル
の
風

俗
に
倣
っ
た
結
果
と
言
う
。
近
年
は
収
継
婚
の
容
認
は
経
済
的
な
理
由
か
ら
漢
人
社
会
の
側
に
受
け
入
れ
る
要
素
が
あ
っ
た
と
指

摘
す
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
お
お
か
た
は
実
態
を
述
べ
る
に
過
ぎ
ず
、
原
因
と
な
る
事
象
の
追
究
は
不
十
分
で
あ
る
7

。
モ
ン

ゴ
ル
民
族
の
風
習
か
ら
元
代
に
漢
族
に
も
収
継
婚
が
許
さ
れ
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
許
容
す
る
要
素
が
漢
族
の
側

に
は
な
か
っ
た
の
か
、
最
初
に
元
代
の
収
継
婚
に
関
わ
る
法
を
整
理
し
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
考
察
し
た
い
。

一
　
元
朝
に
お
け
る
法
制
定

　

モ
ン
ゴ
ル
政
権
に
は
太
祖
チ
ン
ギ
ス
が
制
定
し
た
大
ヤ
サ
と
い
わ
れ
た
法
が
あ
り
、
太
宗
オ
ゴ
タ
イ
、
定
宗
グ
ユ
ッ
ク
、
憲
宗

モ
ン
ゲ
、
世
祖
フ
ビ
ラ
イ
以
下
の
皇
帝
も
遵
守
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
定
住
民
族
を
支
配
す
る
た
め
の
法
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る

統
治
機
構
や
そ
れ
に
と
も
な
う
制
度
で
も
な
い
。
そ
こ
で
世
祖
は
即
位
三
年
後
の
中
統
三
（
一
二
六
二
）
年
、
漢
人
の
史
天
澤
と

姚
樞
に
法
の
制
定
を
委
ね
、
至
元
八
（
一
二
七
二
）
年
に
は
統
治
機
構
が
ま
と
ま
り
、
発
令
さ
れ
た
8

。
従
っ
て
そ
の
多
く
は
漢

族
が
培
っ
て
き
た
制
度
や
規
定
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
至
元
八
年
に
発
布
さ
れ
た
法
は
ま
と
ま
っ
て
残
さ
れ
て
な
く
全

容
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
『
通
制
條
格
』・『
元
典
章
』・『
元
史
』
に
よ
っ
て
類
推
す
る
こ
と
は
で
き
る
。『
通
制
條
格
』・

『
元
典
章
』
に
見
ら
れ
る
八
年
に
発
布
さ
れ
た
と
す
る
法
、
ま
た
そ
れ
以
前
に
規
定
さ
れ
た
法
も
、
こ
れ
ら
の
法
典
に
あ
る
と
こ

ろ
か
ら
至
元
八
年
に
認
可
さ
れ
た
法
と
し
て
解
釈
し
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
年
十
一
月
、
大
元
と
し
て
建
国
宣
言
を
し
、
モ
ン
ゴ
ル
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時
代
に
入
っ
て
も
判
決
な
ど
の
基
準
と
し
て
き
た
金
の
泰
和
律
の
使
用
を
禁
じ
た
9

。
律
だ
け
で
な
く
金
朝
以
来
踏
襲
、
参
考
に

し
て
き
た
法
全
般
が
禁
止
の
対
象
で
あ
ろ
う
。

　

元
代
の
法
は
基
本
的
に
は
民
族
を
越
え
て
統
治
下
の
全
て
の
人
々
が
守
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
各
民
族
の
慣
習
に
関

わ
る
も
の
は
、
時
に
「
本
俗
法
に
従
う
」
と
付
記
さ
れ
、
あ
る
い
は
該
当
民
族
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
家
族
の
あ
り
か
た
を
示

す
婚
例
、
葬
例
な
ど
の
法
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
も
っ
と
も
至
元
八
年
の
家
族
に
関
す
る
法
は
漢
族
社
会
に
向
け
て
の
み
制
定
さ

れ
た
。
も
と
も
と
彼
ら
に
は
知
る
よ
し
も
な
い
モ
ン
ゴ
ル
人
に
対
し
て
の
法
を
作
ろ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に

「
嫁
娶
聘
財
體
例
」
に
蒙
古
人
に
つ
い
て
「
蒙
古
人
は
こ
の
例
に
あ
ら
ず
」
と
付
記
し
た
の
で
あ
る
10

。
な
お
漢
人
に
と
っ
て
の
「
本

俗
法
」
と
は
「
唐
律
」
を
基
準
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

同
じ
非
漢
族
の
王
朝
で
あ
る
遼
朝
で
は
、
太
祖
の
時
に
「
漢
人
な
ら
ば
律
令
で
裁
く
」
と
の
詔
が
出
、
ま
た
太
宗
の
時
に
「
渤

海
人
は
漢
族
の
法
す
な
わ
ち
律
令
で
治
め
る
」
と
あ
る
11

。
ま
た
金
朝
で
も
こ
れ
は
引
き
継
が
れ
た
。
そ
れ
は
『
通
制
條
格
』・『
元

典
章
』
に
見
え
る
泰
和
律
に
言
及
す
る
規
定
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
漢
族
や
渤
海
人
に
律
令
を
厳
守
す
る
こ
と
を
命

じ
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
女
真
族
の
法
に
反
し
な
け
れ
ば
許
容
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
家
族
の
あ
り
方
の
根
幹
と
思
わ
れ
る
別
籍
や

財
産
分
与
に
つ
い
て
、「
唐
律
」
で
は
全
く
禁
止
し
た
が
12

、
金
代
の
泰
和
律
で
は
「
漢
人
は
子
孫
を
別
籍
し
て
は
な
ら
な
い
が
、

財
産
を
分
け
る
こ
と
は
許
す
13

」
と
緩
や
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
法
が
定
着
し
、「
唐
律
」
に
も
ど
す
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
に
元
代
に
新
た
に
別
籍
・
異
財
に
関
わ
る
法
を
作
る
際
に
、「
時
代
が
異
な
る
の
で
『
い
に
し
え
の
法
を
参
照
し
、
現
在

の
状
況
に
合
わ
せ
る
』
べ
き
と
し
、
金
代
の
法
を
踏
襲
し
、
祖
父
母
・
父
母
の
許
可
が
あ
れ
ば
別
籍
・
異
財
を
許
し
た
14

」
と
言
う
。

し
か
し
金
朝
に
弛
緩
し
た
こ
と
だ
け
が
変
質
の
原
因
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
も
と
唐
の
法
が
一
般
庶
民
の
生
活
と
乖
離
し
て
い
た
と
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も
考
え
ら
れ
る
。
宋
初
に
「
人
々
が
祖
父
母
・
父
母
が
健
在
で
あ
る
の
に
、
別
籍
・
異
財
し
、
同
居
し
て
い
な
い
。
官
吏
は
戒
め

よ
15

」
と
あ
る
。
ま
た
婿
を
い
れ
る
結
婚
（
贅
婿
）
は
否
定
さ
れ
、異
姓
の
婿
は
岳
父
の
財
産
を
継
承
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
た
が
、

実
際
に
は
行
わ
れ
、
そ
の
た
め
に
「
風
紀
が
乱
れ
、
訴
訟
が
増
し
た
」
と
あ
る
16

。
元
代
に
婚
姻
の
礼
を
規
定
す
る
に
あ
た
り
、

至
元
八
年
九
月
、
尚
書
省
、
禮
部
の
呈
に
、
人
倫
の
道
を
契
勘
す
る
に
、
婚
姻
も
て
大
と
す
。
即
今
聘
財
・
筵
會
、
已
に
定

例
有
る
の
外
、
拝
門
一
節
に
據
て
は
、
女
真
の
風
俗
に
係
り
遍
行
さ
れ
れ
ば
、
合
に
革
去
に
屬
す
る
べ
き
の
外
、
漢
兒
人
の

舊
來
の
體
例
に
據
て
は
、
朱
文
公
家
禮
内
を
照
得
し
、
婚
禮
、
酌
古
准
今
し
、
各
項
事
理
を
擬
し
た
り
。

と
、「
朱
子
家
禮
」
を
参
考
に
す
る
も
、「
昔
を
参
考
に
す
る
も
、
現
在
の
事
情
を
鑑
み
て
」
制
定
す
る
と
言
う
。
そ
の
上
で
贅
壻

に
つ
い
て
は
、

一
、
目
今
、
作
贅
召
婿
の
家
往
往
に
し
て
甚
だ
多
し
。
蓋
し
貧
窮
に
し
て
娶
婦
す
る
能
わ
ざ
れ
ば
な
り
。
故
に
作
贅
せ
し
む
。

古
禮
に
有
ら
ず
と
雖
も
、
亦
革
撥
し
難
し
。
此
等
の
家
、
合
に
権
に
時
俗
に
よ
り
行
わ
し
む
17

。

の
一
条
が
設
け
ら
れ
、
贅
婿
は
本
来
の
婚
姻
の
形
態
で
な
い
が
、
貧
家
で
は
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
。「
唐
律
」
で
決
め
ら

れ
て
い
た
家
族
法
は
い
わ
ゆ
る
庶
民
と
で
も
言
わ
れ
る
人
々
が
守
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
支
配
者
も
そ
れ
を
認
め
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
元
代
の
法
や
律
が
「
唐
律
」
よ
り
も
弛
緩
し
た
の
は
た
だ
北
方
民
族
の
慣
習
の
影
響
に
よ
る
だ
け
で
あ
ろ

う
か
と
の
疑
問
が
生
ま
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
本
稿
が
焦
点
を
当
て
る
収
継
婚
に
つ
い
て
金
代
で
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
か
。「
漢
人
や
渤
海
人
は
、
兄
弟
の
妻
が

服
喪
を
終
え
、
一
旦
実
家
に
戻
っ
た
後
に
、
礼
を
も
っ
て
夫
の
兄
弟
が
あ
ら
た
め
て
娶
る
こ
と
を
許
す
18

」
と
あ
る
。
こ
れ
は
女

真
人
の
法
に
沿
う
が
、
一
旦
は
実
家
に
も
ど
し
、
改
め
て
結
婚
を
す
る
と
い
う
形
式
を
取
る
と
こ
ろ
は
漢
族
の
慣
習
に
配
慮
し
た
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た
め
で
あ
ろ
う
か
。

　

か
つ
て
私
は
、『
通
制
條
格
』・『
元
典
章
』
に
見
ら
れ
る
「
唐
律
」
で
違
法
と
さ
れ
る
よ
う
な
判
決
が
多
い
の
は
既
成
事
実
を

重
視
し
た
た
め
で
あ
り
、そ
れ
は
い
わ
ば
庶
民
と
も
言
え
る
社
会
は
「
唐
律
」
を
守
れ
る
情
況
に
な
く
、厳
格
に
要
求
で
き
な
か
っ

た
た
め
と
解
釈
し
た
。
し
か
し
そ
の
要
因
に
つ
い
て
示
さ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
収
継
婚
を
取
り
挙
げ
、
そ
れ
を
生
み
だ
し
て
い

る
の
は
何
で
あ
る
か
を
言
及
し
た
い
。

二
　
収
継
婚
に
関
わ
る
法
の
変
遷

　
『
元
典
章
』・『
通
制
條
格
』・『
元
史
』
か
ら
収
継
婚
に
関
す
る
法
や
判
例
を
年
代
を
追
っ
て
挙
げ
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
19

。

１
至
元
六
年　

出
舎
女
婿
と
し
て
迎
え
た
夫
が
養
老
期
間
の
期
限
が
終
わ
る
以
前
に
死
去
し
た
の
で
、
夫
の
弟
が
妻
を
収
継
し
、

家
業
に
従
事
さ
せ
る
20

。

出
舎
女
婿
と
は
妻
の
家
と
は
別
に
住
ま
う
が
、
取
り
決
め
ら
れ
た
期
間
、
妻
の
家
の
家
業
及
び
差
役
な
ど
に
従
事
す
る
壻
で
あ
る
21

。

本
件
で
は
期
限
前
に
夫
が
死
亡
し
た
の
で
、
弟
に
残
り
を
全
う
さ
せ
る
べ
き
収
継
さ
せ
た
。

２
至
元
七
年
七
月　

漢
人
は
甥
と
伯
叔
父
の
妻
の
結
婚
は
本
俗
法
に
よ
り
禁
止
22

。

３
至
元
七
年
八
月　

漢
人
の
収
継
婚
を
禁
止
。

こ
の
法
が
出
た
発
端
は
、
夫
の
死
後
、
守
服
し
、
再
婚
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
婚
家
で
は
義
弟
と
結
婚

さ
せ
よ
う
と
、
実
家
に
帰
そ
う
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
実
家
が
訴
え
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
こ
こ
に
は
二
例
が
あ
げ
ら
れ
て
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い
る
が
、
こ
の
頃
、
収
継
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
元
朝
に
な
り
そ
の
是
非
が
問
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
漢

族
や
渤
海
族
は
旧
例
で
は
同
族
の
も
の
が
収
継
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
し
、
収
継
を
求
め
る
訴
え
は
却
下
さ
れ
、
妻
が

守
服
の
期
間
を
終
え
て
い
れ
ば
実
家
に
戻
る
こ
と
を
認
め
た
。
さ
ら
に
各
地
に
こ
の
禁
止
例
を
通
暁
さ
せ
る
た
め
に
「
出
榜
暁
諭
」

さ
せ
た
23

。

　

１—

３
が
下
さ
れ
た
時
期
は
至
元
八
年
の
法
を
作
成
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
八
年
以
前
に
制
定
さ
れ
て
い
る
が
、
八
年
の
法

に
含
ま
れ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

４
至
元
八
年
十
二
月　

父
の
妾
や
嫂
（
兄
嫁
）
を
収
継
せ
よ
24

。

こ
れ
は
３
の
法
に
対
す
る
モ
ン
ゴ
ル
人
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
を
受
け
、
世
祖
が
３
の
法
を
撤
回
し
た
も
の
で
あ
る
。
３
の
法
に
は

明
確
に
漢
族
・
渤
海
族
の
み
に
収
継
婚
を
禁
じ
て
お
り
、
モ
ン
ゴ
ル
民
族
を
含
ん
で
い
な
い
。
何
に
故
に
モ
ン
ゴ
ル
人
が
中
書
省

に
漢
族
・
渤
海
人
に
限
っ
て
い
た
収
継
婚
禁
止
に
つ
い
て
訴
え
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
至
元
八
年
の
法
の
公
布
後
の
十
二
月
に

出
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
制
定
さ
れ
た
法
の
確
認
の
中
で
の
疑
問
で
あ
っ
た
と
も
思
え
る
。
と
も
あ
れ
世
祖
は
彼
ら
の
訴
え
を
聞

き
入
れ
、「
父
の
妾
と
嫂
と
の
収
継
婚
を
せ
よ
」
と
詔
を
し
た
。
こ
の
詔
に
し
て
も
、そ
も
そ
も
漢
人
・
渤
海
人
に
言
っ
て
い
る
の
か
、

あ
る
い
は
本
来
は
モ
ン
ゴ
ル
人
の
み
を
対
象
に
し
て
い
た
の
か
も
不
明
で
あ
る
。
ま
た
「
収
継
せ
よ
」
と
は
義
務
な
の
か
、
単
な

る
許
可
な
の
か
も
判
断
し
に
く
い
。
し
か
し
そ
の
後
の
判
例
を
見
る
限
り
、
義
務
で
も
あ
る
か
の
ご
と
く
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
モ

ン
ゴ
ル
の
政
権
は
民
族
の
風
習
を
守
る
こ
と
を
容
認
す
る
一
方
で
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
太
祖
の
生
誕
の
祝
い
の
席
な
ど
で
モ
ン
ゴ

ル
人
が
捌
い
た
羊
を
食
せ
ぬ
と
し
た
と
き
に
、「
誰
が
捌
い
た
も
の
も
食
せ
よ
」
と
命
じ
て
い
る
25

。
同
じ
よ
う
に
収
継
婚
拒
否
に

関
わ
る
裁
判
で
の
漢
族
の
態
度
に
不
快
感
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。
な
お
詔
で
は
父
の
妾
と
兄
嫁
を
収
継
す
る
こ
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と
に
限
定
し
、
兄
が
弟
の
妻
を
収
継
す
る
こ
と
は
省
か
れ
て
い
る
。
モ
ン
ゴ
ル
語
で
は
兄
嫁
と
弟
嫁
は
同
じ
言
葉
で
あ
る
が
そ
の

相
違
を
知
っ
て
漢
訳
さ
れ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
モ
ン
ゴ
ル
社
会
で
は
本
来
、
上
か
ら
下
を
娶
る
こ
と
は
な
い
と
も
言

わ
れ
て
い
る
26

。

５
至
元
九
年
十
月　

主
婚
者
た
る
べ
き
者
が
ほ
か
の
結
婚
を
取
り
決
め
て
い
る
な
か
、
兄
嫁
と
密
か
に
結
婚
し
、
出
奔
し
た
が
、

罪
と
せ
ず
、
結
婚
を
有
効
と
す
る
27

。

「
唐
律
」
に
、
た
と
え
卑
幼
が
家
か
ら
離
れ
て
い
て
も
基
本
的
に
は
、
結
婚
に
つ
い
て
は
尊
長
に
従
い
、
そ
れ
を
違
反
す
れ
ば
杖

百
の
刑
を
下
す
、
と
い
う
も
の
が
あ
る
28

。
元
代
で
も
、
父
が
亡
く
な
っ
た
後
、
主
婚
者
は
母
か
兄
か
で
問
題
に
な
っ
た
判
例
、

夫
が
遠
方
に
居
る
と
き
に
、
妻
が
取
り
仕
切
っ
た
結
婚
を
有
効
に
す
る
か
否
か
が
問
題
に
な
っ
た
例
が
あ
る
。
子
が
祖
父
母
・
父

母
な
ど
の
主
婚
者
を
た
て
ず
に
結
婚
を
す
る
こ
と
は
違
法
と
し
、
そ
の
結
び
つ
き
は
姦
と
さ
れ
た
29

。
本
件
は
、
主
婚
者
が
兄
嫁

の
再
婚
を
決
め
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
弟
と
兄
嫁
は
出
奔
し
、
結
婚
し
た
。
本
来
な
ら
ば
主
婚
者
が
決
め
た
結
婚
を
優
先
し
、

そ
の
上
に
姦
通
の
罪
に
な
る
べ
き
で
あ
る
が
、
４
の
法
を
根
拠
に
そ
れ
は
問
わ
れ
て
い
な
い
。

６
至
元
十
年
三
月
二
十
二
日　

成
婚
30

前
に
夫
が
死
ん
で
も
そ
の
弟
に
収
継
の
権
利
が
あ
る
。

本
件
で
も
４
の
法
を
挙
げ
、
弟
に
収
継
す
る
権
利
が
あ
る
と
す
る
31

。

７
至
元
十
年
五
月　

定
婚
す
る
も
聘
財
が
支
払
わ
れ
る
前
に
夫
が
死
亡
し
た
が
、
弟
に
承
継
の
権
利
が
あ
る
の
で
、
未
払
い
の
聘

財
を
支
払
い
、
収
継
さ
せ
る
。

弟
が
成
婚
年
齢
よ
り
前
の
十
二
歳
の
た
め
に
兄
嫁
の
家
で
は
新
た
に
別
の
家
と
の
結
婚
を
決
め
、
聘
財
を
受
け
取
っ
た
が
そ
れ
を

解
消
さ
せ
、
収
継
を
優
先
さ
せ
た
32

。
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８
至
元
十
年
六
月　

弟
の
家
と
別
居
し
、
か
つ
差
役
の
義
務
も
別
に
行
わ
れ
て
い
る
時
は
弟
で
も
収
継
の
権
利
を
認
め
な
い
。

本
件
で
は
そ
れ
に
加
え
て
兄
嫁
の
守
節
の
意
志
が
硬
い
こ
と
、
成
人
し
た
子
が
い
た
こ
と
で
収
継
を
認
め
な
い
33

。

９
至
元
十
年　

守
服
し
て
い
る
兄
嫁
を
強
姦
し
た
妻
帯
の
弟
だ
が
、
収
継
の
権
利
を
認
め
る
。

守
服
し
て
い
る
兄
嫁
を
父
母
（
兄
嫁
に
と
っ
て
は
舅
姑
）
の
留
守
に
強
姦
す
る
。
そ
の
後
、
舅
姑
は
実
家
に
帰
る
こ
と
を
許
し
て

い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
弟
に
は
収
継
の
権
利
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
判
決
に
「
強
姦
さ
れ
、
汚
れ
た
」
こ
と
も
理
由
に
挙
げ
、
さ
ら

に
は
４
の
法
を
根
拠
に
す
る
34

。

１０
至
元
十
年　

兄
嫁
を
収
継
し
た
後
に
定
婚
し
て
い
た
妻
と
成
婚
し
て
も
重
婚
の
限
り
で
は
な
い
と
す
る
。

収
継
婚
に
つ
い
て
は
４
の
法
を
根
拠
に
し
、
そ
れ
を
優
先
に
す
る
た
め
に
は
重
婚
す
ら
認
め
る
。
訴
え
の
中
に
は
収
継
が
兄
嫁
に

と
っ
て
服
喪
中
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
す
る
断
罪
要
求
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
主
婚
者
に
従
っ
た
た
め
と
し
、
ま
た
主
婚

者
も
こ
れ
に
つ
い
て
罪
を
問
わ
れ
な
い
35

。

１１
至
元
十
二
年
四
月　

兄
は
弟
の
妻
を
収
継
し
た
た
め
に
奸
罪
と
し
、
杖
八
十
七
、
妻
は
笞
五
十
七
と
す
る
36

。

１２
至
元
十
三
年
三
月　

兄
嫁
が
守
節
す
る
こ
と
を
望
む
な
ら
ば
承
継
で
き
な
い
。
た
だ
し
後
に
守
志
せ
ず
収
継
者
以
外
と
再
婚
を

す
れ
ば
断
罪
に
す
る
。

本
件
で
は
、
承
継
婚
の
４
の
法
と
至
元
八
年
二
月
発
布
の
守
節
に
関
す
る
法
と
を
比
較
し
、
後
者
を
優
先
し
た
37

。

１３
至
元
十
四
年
正
月　

収
継
す
べ
き
義
弟
と
は
年
が
離
れ
、
ま
た
兄
嫁
は
義
弟
を
幼
い
と
き
か
ら
育
て
た
の
で
、
収
継
を
し
な
い

こ
と
を
許
す
38

。

１４
至
元
十
六
年
二
月　

養
老
女
婿
の
婿
が
年
限
以
前
に
死
ん
だ
が
、
弟
は
す
で
に
結
婚
し
て
お
り
、
収
継
で
き
な
い
39

。　
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１５
至
元
十
六
年
六
月　

兄
が
死
亡
し
た
た
め
兄
嫁
を
収
継
し
、
約
束
し
て
い
た
結
婚
は
解
消
す
る
40

。

１６
至
元
十
六
年
十
二
月　

夫
が
死
亡
し
た
の
は
定
婚
は
し
た
が
成
婚
前
で
あ
る
の
で
弟
に
収
継
さ
せ
な
い
41

。

１７
至
元
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日　

戸
籍
上
同
戸
で
あ
っ
て
も
異
姓
の
親
属
に
は
収
継
の
権
利
は
な
い
42

。

元
朝
で
は
、
軍
戸
な
ど
あ
る
種
の
戸
は
共
同
で
軍
役
を
行
う
た
め
に
必
ず
し
も
同
姓
で
な
い
戸
が
一
戸
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。

こ
れ
を
合
戸
と
い
う
。
こ
の
判
例
で
は
母
方
の
親
族
と
合
戸
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
同
姓
で
な
い
の
で
収
継
の
権
利
が

な
い
と
し
た
。

１８
大
德
五
年
十
一
月　

女
婿
が
死
ん
だ
後
、
そ
の
弟
の
収
継
を
許
さ
ず
、
ほ
か
か
ら
壻
を
迎
え
る
43

。

１９
大
德
八
年
五
月　

モ
ン
ゴ
ル
軍
の
駆
（
奴
隷
）
で
あ
っ
て
も
漢
人
は
伯
母
を
収
継
し
て
は
な
ら
な
い
44

。

２０
至
順
元
年
九
月
己
亥　

収
継
に
つ
い
て
は
本
俗
に
従
う
45

。
違
反
す
れ
ば
杖
八
十
七
、
主
婚
者
は
笞
五
十
七
、
媒
合
人
は
笞

四
十
七
と
し
、
聘
財
の
一
半
は
官
が
没
収
し
、
そ
の
半
ば
を
告
発
人
に
与
え
る
46

。

『
元
史
』「
刑
法
志
」
に
「
漢
人
・
南
人
は
父
が
没
し
子
其
の
庶
母
を
収
し
、兄
没
し
弟
其
の
嫂
を
収
す
る
は
、之
を
禁
ず
47

」
及
び
「
姑

表
・
兄
弟
の
嫂
叔
相
い
収
せ
ず
。
収
す
る
は
姦
を
以
て
論
ず
48

」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
至
順
元
年
の
規
定
に
基
づ
い
て
い
る
。

　

以
上
、『
元
典
章
』・『
通
制
條
格
』
を
中
心
に
収
継
婚
に
関
わ
る
規
定
（
判
例
）
を
時
代
を
追
っ
て
み
た
。
次
に
変
化
の
時
期

を
検
討
し
た
い
。
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三
　
収
継
婚
法
の
変
化

　

多
く
の
研
究
者
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
至
元
十
三
年
頃
か
ら
収
継
婚
を
規
制
す
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
49

。

至
元
八
年
に
世
祖
の
詔
に
よ
り
小
母
（
実
母
以
外
の
父
の
妻
）・
兄
嫁
の
収
継
は
許
可
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
収
継
が
可
能
か

否
か
で
問
題
が
起
こ
る
の
は
、
至
元
七
年
に
一
旦
は
漢
族
に
は
禁
止
さ
れ
、
し
か
も
「
出
榜
暁
諭
」
を
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

収
継
婚
は
漢
人
官
僚
や
知
識
人
に
は
許
し
が
た
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
理
由
は
ど
う
で
あ
れ
、
こ
の
時
期
に
収
継
婚
に
関
す
る
判

例
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
の
は
そ
の
是
非
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ
う
。

　

両
家
の
間
で
収
継
す
る
か
否
か
争
わ
れ
る
裁
判
で
は
、
は
じ
め
は
世
祖
の
詔
を
義
務
あ
る
い
は
命
令
と
解
釈
し
、
各
種
の
忌
避

す
る
条
件
（
守
節
、
義
弟
と
の
年
齢
差
、
義
弟
が
妻
帯
し
て
い
る
こ
と
な
ど
）
は
無
視
さ
れ
た
。
し
か
し
次
第
に
収
継
婚
に
限
定

を
設
け
、
さ
ら
に
は
禁
止
の
方
向
に
判
例
が
移
行
す
る
50

。
漢
族
の
婚
姻
は
、
定
婚
（
婚
約
）
と
成
婚
（
実
際
の
結
婚
）
の
手
順

を
踏
む
。
定
婚
だ
け
で
も
婚
姻
関
係
が
成
立
し
、
夫
・
妻
の
関
係
が
生
ま
れ
た
と
し
、
時
に
貞
節
が
強
い
ら
れ
る
。
定
婚
後
に
夫

が
死
亡
し
た
時
に
も
一
生
守
節
す
る
者
が
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
多
く
は
定
婚
の
段
階
で
聘
財
も
支
払
わ
れ
る
が
、
収
継

婚
を
成
立
さ
せ
る
た
め
か
、
７
で
は
未
納
で
あ
っ
て
す
ら
婚
姻
関
係
が
結
ば
れ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
た
。
６
・７
に
見
る
よ
う
に

至
元
十
年
頃
は
定
婚
さ
え
し
て
い
れ
ば
、
弟
の
権
利
は
ゆ
る
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
１６
に
見
る
よ
う
に
至
元
十
六
年
に
は
、
定
婚

だ
け
で
は
弟
の
収
継
の
権
利
を
認
め
な
い
51

。

　

子
は
父
母
、
妻
は
夫
を
天
と
仰
ぎ
、
そ
れ
を
表
す
行
動
の
一
つ
が
死
後
に
喪
に
服
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
間
（
服
内
）
は
慶
事

を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
１０（
至
元
十
年
）
の
判
例
で
は
、
訴
え
た
側
が
服
内
に
お
け
る
収
継
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
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い
る
に
も
関
わ
ら
ず
そ
の
点
に
関
し
て
は
判
決
に
影
響
し
な
い
。
一
方
、
息
子
が
死
ん
だ
後
、
同
姓
の
甥
を
養
子
に
し
、
息
子
の

妻
を
収
継
さ
せ
、
子
供
を
設
け
た
至
元
二
十
三
年
の
事
件
で
は
結
婚
は
無
効
と
し
て
別
れ
さ
せ
た
52

。

　

漢
族
の
社
会
で
は
妾
を
持
つ
こ
と
は
容
認
さ
れ
た
が
正
妻
を
迎
え
る
場
合
に
は
し
か
る
べ
き
形
式
を
踏
み
、
一
人
で
あ
る
こ
と

が
原
則
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
１０（
至
元
十
年
）
に
見
る
判
例
で
は
収
継
婚
を
優
先
さ
せ
、
さ
ら
に
は
定
婚
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
、
成
婚
さ
せ
、
重
婚
よ
り
も
世
祖
の
聖
旨
を
重
視
し
た
。
し
か
し
至
元
十
六
年
（
１４
）
及
び
大
德
四
年
十
月

の
判
例
53

で
は
収
継
の
義
務
よ
り
も
重
婚
罪
の
ほ
う
を
重
視
し
た
。

　

元
代
で
は
守
節
を
特
に
奨
励
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
54

。
と
は
い
え
至
元
八
年
二
月
に
出
た
「
婦
人
が
服
闋
し
、
守
志
す
る
こ

と
を
許
す
55

」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
命
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
９（
至
元
十
年
）
で
守
節
し
て
い
る
兄
嫁
を
強
姦
し
て
も

そ
れ
は
不
問
に
付
さ
れ
て
い
る
の
は
、
収
継
の
権
利
の
み
が
判
断
の
基
準
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
延
祐
五
年
二
月
六

日
に
出
さ
れ
た
判
決
で
は
、
収
継
を
忌
避
す
る
兄
嫁
を
実
家
か
ら
引
き
ず
り
出
し
、
強
姦
し
た
者
に
刑
を
下
し
た
56

。
ま
た
１２（
至

元
十
三
年
）
で
は
守
服
の
意
志
を
第
一
に
尊
重
す
る
が
、
も
し
そ
の
後
、
収
継
権
利
の
あ
る
も
の
を
さ
し
お
い
て
再
婚
す
れ
ば
断

罪
す
る
と
一
札
を
入
れ
て
い
る
57

。
と
こ
ろ
が
大
德
五
年
十
一
月
（
１８
）
に
な
る
と
そ
も
そ
も
弟
と
収
継
さ
せ
ず
、
新
た
に
婚
姻

関
係
を
結
べ
と
言
い
58

、
収
継
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
判
決
に
な
っ
た
。

　

大
德
八
年
（
１９
）
に
は
、
蒙
古
軍
の
駆
で
あ
る
者
が
伯
母
を
収
継
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
駆
で
あ
っ

て
も
漢
人
で
あ
る
以
上
は
甥
が
伯
母
を
収
継
す
る
こ
と
は
倫
理
上
よ
ろ
し
く
な
い
、
と
禁
止
し
た
59

。
伯
母
を
収
継
す
る
こ
と
の

禁
は
早
く
も
至
元
七
年
に
禁
止
さ
れ
、
こ
れ
に
関
す
る
判
例
が
見
え
な
い
の
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
と
思

わ
れ
る
。し
か
し
収
継
が
慣
習
で
あ
る
モ
ン
ゴ
ル
の
社
会
に
い
た
漢
人
の
間
で
は
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。こ
の
時
期
に
な
っ
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て
法
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
漢
人
の
風
習
を
守
る
べ
き
と
の
判
決
を
下
す
に
到
っ
た
。

　

至
元
十
三
年
頃
か
ら
、
収
継
の
権
利
が
あ
る
弟
が
幼
い
と
の
理
由
を
初
め
と
し
て
、
収
継
婚
を
避
け
る
た
め
の
条
件
が
現
れ
、

大
德
年
間
に
は
積
極
的
に
禁
止
す
る
法
が
出
た
。
至
元
十
三
年
に
宋
朝
が
滅
び
、
多
く
の
宋
朝
の
官
僚
・
知
識
人
が
元
朝
政
府
の

周
辺
に
集
ま
っ
た
こ
と
も
そ
の
一
因
と
思
わ
れ
る
。
も
と
も
と
世
祖
の
も
と
で
法
を
制
定
し
た
の
は
漢
人
儒
者
官
僚
が
中
心
で

あ
っ
た
。
そ
の
多
く
は
モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
新
た
に
北
方
に
伝
わ
っ
て
き
た
新
儒
学
信
奉
者
（
楊
惟
中
・
許
衡
・
姚
樞
な
ど
）
で
あ

り
、彼
ら
は
そ
の
教
育
及
び
浸
透
に
意
欲
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
か
新
儒
学
の
理
念
が
積
極
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
朱
熹
「
家

礼
」
を
婚
姻
法
の
基
準
に
し
、ま
た
郷
村
に
社
制
を
し
き
、そ
こ
に
社
学
や
公
的
な
媒
酌
人
を
置
い
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
「
唐
律
」

に
見
ら
れ
る
家
族
法
を
基
準
に
し
た
思
想
の
普
及
に
努
力
し
た
。
こ
の
よ
う
な
思
想
界
に
と
っ
て
新
た
に
加
わ
っ
た
旧
宋
朝
の
官

僚
及
び
知
識
人
と
の
交
流
は
力
を
得
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
世
祖
の
時
代
に
は
そ
の
収
継
婚
容
認
の
詔
を
否
定
で
き
な
い
な
が
ら
も

拒
否
し
得
る
条
件
を
も
っ
て
忌
避
し
、
次
の
成
宗
の
時
代
に
は
さ
ら
に
禁
止
に
向
か
っ
た
と
見
る
。

　

大
德
七
年
（
一
三
〇
三
）
に
出
さ
れ
た
鄭
介
夫
の
上
奏
一
綱
が
残
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
漢
人
に
対
す
る
収
継
婚
禁
止
も
訴
え
て

い
る
61

。
こ
の
上
奏
が
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
翌
年
に
漢
人
軍
駆
の
収
嬸
婚
禁
止
法
が
で
た
こ
と

は
ひ
と
つ
の
成
果
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
後
、
儒
学
的
な
素
養
の
あ
る
皇
帝
の
時
代
に
は
漢
人
の
理
念
に
そ
っ
た
法
が
発
令
さ
れ
は
じ
め
た
。
た
と
え
ば
仁
宗
は
即

位
す
る
や
至
大
四
年
六
月
に
「
命
婦
は
庶
民
と
は
違
う
の
で
あ
る
か
ら
」
と
、
再
婚
を
禁
止
し
た
62

。
ま
た
先
に
見
た
収
継
婚
の

禁
止
令
が
で
た
の
は
同
じ
く
儒
学
に
傾
倒
し
た
文
宗
の
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
は
一
方
で
は
モ
ン
ゴ
ル
人
に
対
し
て
は
そ
の
習

俗
を
守
る
こ
と
を
強
い
、
あ
る
い
は
元
統
二
年
（
一
三
三
四
）
に
は
漢
人
が
モ
ン
ゴ
ル
文
字
を
習
う
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
皇
帝
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の
漢
化
政
策
に
対
抗
す
る
か
の
よ
う
に
、
モ
ン
ゴ
ル
人
と
漢
人
の
別
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
モ
ン
ゴ
ル
官
僚
の
民
族
意
識
が
強

化
さ
れ
た
。
そ
れ
が
漢
人
儒
者
を
後
押
し
し
た
形
に
な
っ
た
よ
う
で
も
あ
る
。

　
　
　
　

四
　
聘
財
の
あ
り
方

　

見
て
き
た
よ
う
に
収
継
婚
の
禁
止
に
向
け
、
漢
人
官
僚
は
努
力
し
た
。
し
か
し
「
唐
律
」
を
基
本
に
し
た
宋
代
で
も
夫
の
死
後

そ
の
兄
と
結
婚
し
た
例
が
見
ら
れ
る
。
我
が
子
を
棄
て
た
な
ど
の
罪
を
問
う
判
例
で
あ
る
が
、
収
継
婚
を
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い

て
は
批
判
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
63

。
こ
の
よ
う
な
例
が
あ
る
事
か
ら
金
代
や
元
代
に
お
け
る
収
継
婚
の
許
容
を
北
方
民
族
の

影
響
か
ら
と
の
み
言
い
き
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
漢
族
の
社
会
が
許
容
す
る
要
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
収
継
婚
が
許
さ
れ
る
範
囲

か
ら
探
っ
て
み
た
い
。

　

実
弟
で
あ
り
な
が
ら
兄
嫁
を
収
継
で
き
な
い
条
件
は
、
弟
が
す
で
に
結
婚
し
て
い
る
こ
と
、
兄
嫁
と
の
年
の
差
、
兄
嫁
が
守
志

の
決
心
を
し
て
い
る
こ
と
の
ほ
か
、
兄
と
弟
が
別
籍
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
方
、
同
籍
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
収
継
婚

の
権
利
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
８
（
至
元
十
年
六
月
）
の
判
例
で
は
、
収
継
を
忌
避
で
き
る
条
件
と
し
て
、
兄
嫁
の
守
志

が
固
い
こ
と
、
三
十
六
歳
の
子
が
い
る
こ
と
、
五
十
歳
の
高
齢
で
あ
る
と
と
も
に
、「
劉
阿
馬
・
劉
珪
は
二
つ
の
戸
で
、
別
居
し

て
差
に
あ
た
る
」
と
言
う
。
別
に
住
み
、
差
役
を
別
に
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
公
的
に
も
別
生
計
の
戸
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
64

。

　

１２
（
至
元
十
三
年
三
月
）
で
は
守
志
の
意
を
優
先
す
る
が
、
一
方
で
は
「
韓
進
は
兄
韓
大
の
差
発
を
承
継
す
る
」
と
、
兄
の
差
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発
義
務
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
を
も
っ
て
収
継
の
権
利
が
あ
る
と
の
一
札
を
入
れ
る
65

。
差
役
を
受
け
継
ぐ
と
言
う
こ
と
は
同

籍
同
居
で
あ
り
、
そ
れ
が
収
継
婚
の
権
利
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

　

１
（
至
元
六
年
）
は
、
十
七
年
の
期
限
付
き
で
妻
の
家
の
生
活
を
支
え
る
た
め
に
迎
え
た
女
婿
に
対
す
る
実
弟
の
収
継
問
題
で

あ
る
。
兄
は
自
ら
の
家
を
離
れ
妻
の
家
の
業
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
家
に
す
む
弟
と
家
計
を
別
に
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
判
決
は
「
劉
痩
漢
の
弟
劉
犍
犍
は
許
德
（
兄
嫁
の
父
）
の
家
で
、
そ
の
兄
嫁
迎
仙
を
収
継
せ
よ
」
と
あ
り
、
兄
が

残
し
た
期
限
を
全
う
さ
せ
る
こ
と
を
命
じ
た
66

。
当
時
は
金
朝
の
支
配
下
か
ら
解
放
さ
れ
、
新
し
い
政
権
に
な
っ
た
が
、
判
決
に
は

旧
例
す
な
わ
ち
「
唐
律
」
を
参
考
に
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
そ
こ
で
収
継
婚
を
促
す
判
決
が
出
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
妻

の
家
は
軍
役
を
課
せ
ら
れ
た
軍
戸
で
あ
る
。
元
朝
で
は
あ
る
種
の
役
を
課
す
る
戸
数
を
維
持
す
る
た
め
に
世
襲
に
し
て
い
た
。
軍

戸
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
戸
の
維
持
を
目
的
と
し
て
収
継
の
権
利
を
認
め
た
と
も
と
れ
る
。
し
か
し
出
舎
女
婿
と
し
て

妻
の
家
に
入
っ
た
婿
も
実
家
で
家
産
分
割
を
行
う
と
き
に
は
受
け
取
る
権
利
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
同
じ
生
計
下
に
あ
る
兄
弟
と

判
断
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

大
德
二
年
に
、
遠
房
の
弟
（
同
輩
の
従
兄
弟
）
に
は
収
継
を
認
め
な
い
判
決
が
出
て
い
る
。
実
弟
が
そ
の
権
利
を
放
棄
し
、
兄

嫁
を
す
で
に
実
家
に
返
し
て
い
る
の
で
彼
に
は
収
継
の
権
利
は
な
い
と
言
う
67

。
す
な
わ
ち
収
継
の
権
利
を
施
行
す
る
か
放
棄
す

る
か
の
権
限
は
同
じ
家
計
の
弟
で
あ
っ
た
。
ま
た
出
家
し
て
い
た
弟
が
還
俗
し
て
収
継
し
よ
う
と
し
た
が
許
さ
れ
て
い
な
い
。
出

家
を
す
る
と
経
済
的
な
地
盤
が
寺
に
移
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
68

。

　

な
ぜ
同
戸
の
弟
だ
け
に
収
継
の
権
利
を
認
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
収
継
婚
の
背
景
に
経
済
的
問
題
を
指
摘
す
る
研
究
者
も
多

い
69

。
し
か
し
ど
の
よ
う
な
経
済
的
な
仕
組
み
か
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
前
近
代
の
漢
族
社
会
で
は
婚
姻
は
聘
財
を
介
し
て
結
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ば
れ
る
。
主
婚
者
は
両
家
の
祖
父
母
・
父
母
な
ど
そ
の
家
の
責
任
者
た
る
べ
き
者
で
あ
っ
た
。
聘
財
を
介
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら

婚
姻
が
両
家
の
経
済
的
交
換
と
も
と
ら
れ
て
き
た
。
元
朝
の
「
嫁
娶
聘
財
體
例
」
に
「
庶
人
の
上
戸
は
百
貫
、
中
戸
は
五
十
貫
、

下
戸
は
二
十
貫
を
夫
側
か
ら
妻
側
に
送
る
」と
あ
る
70

。
一
方
、
女
婿
を
家
に
迎
え
る
場
合
に
は
、
規
定
の
半
額
に
し
女
家
か
ら
男

家
に
送
ら
れ
る
71

。
聘
財
の
規
定
は
上
限
を
設
け
、過
剰
に
な
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
で
あ
っ
た
が
、実
際
に
は
聘
財
が
高
騰
し
、

そ
れ
が
収
継
婚
を
生
ん
だ
原
因
の
ひ
と
つ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
72

。

　

収
継
で
き
る
範
囲
が
同
一
生
計
に
あ
る
弟
に
限
ら
れ
て
い
た
の
は
聘
財
の
あ
り
方
に
関
わ
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
７
（
至
元
十

年
五
月
）
に
よ
る
と
、
定
婚
し
た
が
、
ま
だ
正
式
な
聘
財
を
支
払
っ
て
い
な
い
場
合
で
も
結
婚
と
認
め
、
聘
財
の
未
払
い
分
を
支

払
わ
せ
る
が
、
新
た
に
弟
と
成
婚
す
る
た
め
の
聘
財
は
支
払
わ
れ
な
い
。
ま
た
年
の
差
で
収
継
し
な
か
っ
た
時
、「
崔
恵
の
名
の

も
と
で
受
け
取
っ
た
聘
財
を
返
し
、
路
四
兒
が
成
人
に
な
り
、
別
に
妻
を
娶
る
時
の
聘
財
と
せ
よ
73

」
と
、
聘
財
を
返
し
、
弟
の

結
婚
に
際
し
て
の
聘
財
に
す
る
こ
と
に
し
、
両
家
の
婚
姻
関
係
を
解
消
さ
せ
た
。
女
婿
の
場
合
も
同
じ
で
、
成
婚
前
に
夫
が
死
ん

だ
が
収
継
の
権
利
の
あ
る
弟
は
す
で
に
結
婚
し
て
い
た
。
そ
こ
で
妻
家
か
ら
送
ら
れ
た
聘
財
を
か
え
し
、
定
婚
を
解
消
せ
よ
と
あ

る
74

。
す
な
わ
ち
聘
財
は
一
人
の
男
と
女
の
結
婚
の
た
め
に
支
払
わ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
両
家
の
間
の
結
婚
と
み
て
、
弟
が
い
る

限
り
継
続
し
て
お
り
、
聘
財
の
効
力
が
あ
っ
た
と
解
釈
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
聘
財
は
両
家
が
婚
姻
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
間
の
あ
る
種
の
保
証
金
の
意
味
合
い
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。「
嫁

の
実
家
は
贈
っ
た
聘
財
物
を
焼
い
た
の
に
弁
償
し
な
い
」
と
怒
り
、
嫁
を
い
じ
め
殺
し
た
事
件
が
あ
っ
た
75

。
そ
れ
は
聘
財
の
所

有
権
が
完
全
に
は
妻
側
に
移
っ
て
い
な
い
こ
と
の
一
つ
の
証
で
あ
る
。
結
婚
が
破
綻
し
た
と
き
に
は
夫
側
に
落
ち
度
が
な
い
限
り

返
却
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
兄
弟
が
別
戸
で
生
計
を
異
に
し
て
い
れ
ば
、
聘
財
の
出
所
が
別
と
い
う
こ
と
で
収
継
の
権
利
が
な
く
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な
る
。
た
と
え
兄
の
結
婚
が
別
戸
に
な
る
前
で
あ
っ
て
も
、
財
産
が
分
割
さ
れ
る
時
に
は
お
そ
ら
く
聘
財
が
支
払
わ
れ
た
こ
と
も

考
慮
さ
れ
て
い
る
た
め
に
弟
に
収
継
の
権
利
が
な
く
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
聘
財
の
存
在
は
、
聘
財
が
焼
失
し
た
た
め
に
殺
害
さ
れ
た
妻
の
例
を
見
る
ま
で
も
な
く
、
妻
に
と
っ
て
も
収
継
拒

否
を
難
し
く
し
た
。
定
婚
し
た
が
成
婚
前
に
夫
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、
妻
の
側
が
承
継
者
が
い
な
い
か
否
か
を
問
う
の
は
そ
の

た
め
で
あ
ろ
う
76

。
夫
が
死
ん
だ
た
め
に
妻
が
実
家
に
戻
る
場
合
に
は
聘
財
の
返
却
問
題
が
起
き
る
か
ら
で
あ
る
。
至
元
十
二
年

三
月
に
戸
部
か
ら
中
書
省
に
送
ら
れ
た
文
書
に
、「
七
十
五
両
の
聘
財
を
受
け
た
妻
で
あ
る
が
、
夫
が
死
ん
だ
後
に
七
十
五
両
を

出
し
、
実
家
に
戻
し
た
77

」
と
あ
り
、
聘
財
は
実
家
に
戻
る
時
に
返
却
し
た
。
こ
の
場
合
に
は
収
継
す
る
べ
き
も
の
が
居
な
か
っ

た
の
で
返
却
し
、
両
家
の
結
婚
を
解
消
し
た
。

　

婚
姻
関
係
を
結
ぶ
と
言
う
こ
と
が
両
家
に
と
っ
て
の
経
済
的
な
面
が
ぬ
ぐ
え
な
い
こ
と
は
、
金
銭
や
物
品
の
交
換
だ
け
で
は
な

い
。
女
婿
の
場
合
に
は
、
終
生
か
期
間
限
定
か
は
あ
る
が
、
妻
の
家
の
経
済
活
動
を
担
う
こ
と
で
あ
る
。
嫁
に
行
っ
た
妻
も
同
じ

よ
う
に
働
き
手
と
し
て
認
識
さ
れ
た
78

。夫
に
対
す
る
妻
の
服
喪
期
間
は
三
年
で
あ
る
79

。帰
宗
の
条
件
と
し
て
守
服
期
間
が
終
わ
っ

て
い
る
こ
と
を
問
題
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
時
に
服
喪
期
間
が
四
年
、
五
年
と
言
う
記
述
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
服
喪
期
間
及
び

そ
れ
を
越
え
て
夫
の
家
に
い
る
の
は
聘
財
返
却
の
必
要
が
な
く
な
る
た
め
の
聘
財
額
に
相
当
す
る
労
働
力
提
供
と
で
も
い
え
よ

う
。
ま
た
そ
の
間
は
嫁
に
他
家
と
の
再
婚
を
強
い
る
こ
と
も
舅
姑
の
あ
る
種
の
権
利
で
あ
っ
た
。

　

妻
が
実
家
か
ら
持
っ
て
き
た
粧
奩
財
に
つ
い
て
少
し
く
触
れ
た
い
。
夫
の
死
後
、
帰
宗
さ
せ
る
際
に
実
家
か
ら
連
れ
て
き
た
侍

女
も
取
り
戻
そ
う
と
す
る
実
家
と
婚
家
が
争
う
事
件
が
あ
る
。
結
局
は
侍
女
の
値
を
は
か
り
、
三
分
の
一
の
価
格
を
嫁
に
与
え
、

帰
宗
さ
せ
る
と
結
審
す
る
80

。
こ
の
場
合
は
、
こ
の
妻
は
ほ
か
に
粧
奩
財
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
侍
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女
の
価
値
と
し
て
三
分
の
一
相
当
を
取
り
戻
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
婚
姻
に
関
し
て
の
資
金
・
物
品
の
所
有
の
権
利
が
争
わ
れ

る
の
も
婚
姻
が
両
家
の
あ
る
種
の
経
済
的
行
為
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
81

。
こ
の
よ
う
な
経
済
的
仕
組
み
が
収
継
婚
を
認

め
ざ
る
を
得
な
い
情
況
が
つ
づ
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

元
代
に
収
継
婚
が
な
さ
れ
て
い
た
理
由
と
し
て
モ
ン
ゴ
ル
族
の
習
俗
に
染
ま
っ
て
い
た
か
ら
と
い
わ
れ
て
き
た
。
世
祖
の
詔「
父

の
妻
や
兄
嫁
を
収
継
せ
よ
」
が
収
継
婚
を
広
め
た
こ
と
は
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
官
僚
や
知
識
人
は
「
唐
律
」
の
家
族
法
こ

そ
が
漢
族
の
規
律
で
あ
り
、
漢
族
の
文
化
の
表
象
と
し
た
。
漢
人
官
僚
は
世
祖
の
詔
に
抗
う
よ
う
に
、
裁
判
を
通
じ
、
守
節
・
重

婚
の
否
定
な
ど
の
規
律
を
盾
に
収
継
婚
を
避
け
よ
う
と
努
力
し
た
82

。
モ
ン
ゴ
ル
政
権
に
地
位
を
得
た
漢
族
官
僚
の
抵
抗
が
明
代

以
降
の
「
唐
律
」
の
復
帰
に
寄
与
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
一
方
で
、
い
わ
ば
庶
民
の
生
活
の
中
に
は
「
唐
律
」
が
掲
げ

る
家
族
規
範
を
守
れ
な
い
事
情
を
抱
え
て
い
た
。
そ
の
ひ
と
つ
が
結
婚
に
伴
う
聘
財
の
存
在
で
あ
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
結
婚
が
両

家
の
間
の
契
約
で
あ
り
、
そ
れ
の
保
障
と
し
て
の
聘
財
が
あ
る
と
こ
ろ
に
収
継
婚
の
存
在
を
許
す
要
因
が
あ
っ
た
と
推
定
し
た
。

同
一
生
計
下
の
財
（
労
働
力
を
含
め
）
交
換
と
い
う
観
念
が
収
継
婚
を
導
い
た
と
見
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
取
り
締
ま
る
官

僚
も
そ
れ
を
容
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
、
お
お
か
た
は
看
過
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
社
会
構
造
が
大
き
く
変
化
が
な

い
限
り
収
継
婚
の
存
在
は
続
い
た
と
考
え
る
。



一
八

元
代
に
お
け
る
収
継
婚
考

［
　
］
18

注1　

漢
族
で
言
わ
れ
る
孝
・
節
の
強
要
、
尊
卑
・
男
女
の
別
、
婚
姻
法
に
係
わ
る
諸
規
定
な
ど
を
、
ど
の
よ
う
な
儒
学
理
念
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
き
た

か
を
問
う
こ
と
な
く
私
は
儒
学
理
念
と
表
現
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、「
唐
律
」
の
規
定
と
の
み
定
義
し
て
お
く
。

2　

元
代
に
お
け
る
収
継
婚
に
関
わ
る
論
文
は
多
く
あ
る
。
註
で
扱
っ
た
ほ
か
に
洪
金
富
「
元
代
的
収
継
婚
」（『
中
国
近
世
社
会
文
化
史
論
文
集
』
中

国
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
九
二
年
）Bettine Birge, M

arriage and the Law
 in the A

ge of K
hubilai K

han, Cases from
 the Y

uan 
dianzhang, H

arvard U
niversity Press,2017.

な
ど
も
参
考
に
し
た
。

3　
「
唐
律
」
卷
十
四
、「
戸
婚
」
諸
嘗
爲
袒
免
親
之
妻
、
而
嫁
娶
者
、
各
杖
一
百
。
緦
麻
及
舅
甥
妻
、
徒
一
年
、
小
功
以
上
、
以
姦
論
。【
疏
】
議
曰
、

高
祖
親
兄
弟
、
曾
祖
堂
兄
弟
、
祖
再
從
兄
弟
、
父
三
從
兄
弟
、
身
四
從
兄
弟
…
卽
是
袒
免
。

4　
「
唐
律
」
卷
二
十
六
、「
雜
律
」
諸
姦
者
、
徒
一
年
半
、
有
夫
者
、
徒
二
年
…
。
諸
姦
緦
麻
以
上
親
及
緦
麻
以
上
親
之
妻
…
徒
三
年
…
。

5　
『
元
典
章
』
卷
三
十
、
禮
部
「
喪
禮
」
参
照
。

6　

顧
元
『
服
制
命
案
、
干
分
嫁
娶
与
清
代
衡
平
司
法
』（
北
京
、
法
律
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
）、
二
四
六

−

二
六
四
頁
参
照
。

7　

J.H
olm

gren, O
bservations on M

arriage and Inheritances Practics in Early M
ongol and Y

uan Society w
ith Particular 

Reference to the Levirate, Journal of A
sian H

istory V
ol.20-2,1986

は
比
較
的
詳
細
で
あ
る
。
ほ
か
に
秦
新
林
「
元
代
収
継
婚
俗
及
其
演

変
与
影
響
」（『
股
都
学
刊
』
二
〇
〇
四
年
二
期
）、
龔
恒
超
「
蒙
元
時
期
漢
人
収
継
婚
的
法
律
調
整
」（『
貴
州
社
会
科
学
』
二
〇
〇
九
年
七
月
）。

8　

元
代
の
法
に
つ
い
て
の
研
究
は
多
く
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
て
い
る
も
の
は
、Paul H

eng-chao Ch’en, Chinese Legal 
T

radition under the M
ongols ; T

he Code of 1291 as reconstructed ,Princeton, N
ew

 Jersey, Prinston U
niversity Press, 1979

で

あ
る
。

9　
『
元
史
』
卷
七
、「
世
祖
本
紀
」
至
元
八
年
十
一
月
乙
亥
…
禁
行
金
泰
和
律
。
建
國
號
曰
大
元
。

10　
『
元
典
章
』
卷
十
八
、
戸
部
「
嫁
娶
聘
財
體
例
」
至
元
八
年
二
月
…
蒙
古
人
不
在
此
例
。

11　
『
遼
史
』
卷
六
十
一
、「
刑
法
志
」
神
册
六
年
（
九
二
一
）
…
詔
大
臣
、
定
治
契
丹
及
諸
夷
之
法
、
漢
人
則
斷
以
律
令
、
…
至
太
宗
時
、
治
渤
海
人

一
依
漢
法
、
餘
無
改
焉
。

12　
「
唐
律
」
卷
十
二
、「
戸
婚
」、
諸
祖
父
母
・
父
母
在
、
而
子
孫
別
籍
・
異
財
者
、
徒
三
年
。
若
祖
父
母
・
父
母
令
別
籍
及
以
子
孫
妄
繼
人
後
者
、
徒
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三
年
、
子
孫
不
坐
。　

13　
『
元
典
章
』
巻
十
七
、
戸
部
、
分
析
「
父
母
在
許
令
分
析
」、
至
元
八
年
七
月
…
舊
例
、
女
眞
人
其
祖
父
母
・
父
母
在
日
支
析
及
令
子
孫
別
籍
者
聽
。

又
條
、
漢
人
不
得
令
子
孫
別
籍
、
其
支
析
財
産
者
聽
。
…
若
依
舊
例
、
卒
難
改
革
、
以
此
參
詳
、
随
代
沿
革
不
同
、
擬
合
酌
古
准
今
、
自
後
如
祖

父
母
・
父
母
許
令
支
析
別
籍
者
聽
、
違
者
治
罪
。

14　

同
右
及
び
『
通
制
條
格
』
巻
二
、
戸
令
「
戸
例
」、
至
元
七
年
八
月
…
壬
子
年
、
合
併
抄
上
戸
計
、
自
願
析
居
各
另
者
、
聽
從
民
便
…
。

15　
『
宋
会
要
』
刑
法
二
、
乾
徳
六
年
（
九
六
八
）
六
月
十
一
日
、
詔
曰
、
…
近
者
西
川
管
内
及
山
南
諸
州
相
次
上
言
、
百
姓
祖
父
母
・
父
母
在
者
、
子

孫
別
籍
異
財
、
仍
不
同
居
。
詔
到
日
、
仰
所
在
長
吏
明
加
告
誡
、
不
得
更
習
舊
風
。
如
違
者
、
並
準
律
處
分
。

16　

同
右
、
淳
化
元
年
（
九
九
〇
）
九
月
二
十
一
日
、
崇
儀
副
使
郭
載
言
、
前
使
剣
南
日
、
見
富
人
家
多
召
贅
婿
、
與
所
生
子
齒
、
富
人
死
、
卽
分
其
財
、

貧
民
多
捨
其
父
母
出
贅
、
甚
傷
風
化
而
爭
訟
、
望
禁
之
。
詔
從
其
請
。

17　
『
通
制
條
格
』
巻
三
、
戸
令
「
婚
姻
禮
制
」、
至
元
八
年
九
月
、
尚
書
省
、
禮
部
呈
、
契
勘
人
倫
之
道
、
婚
姻
爲
大
。
即
今
、
聘
財
・
筵
會
已
有
定
例
外
、

據
拝
門
一
節
、
係
女
真
風
俗
、
遍
行
合
屬
革
去
外
、
據
漢
兒
人
舊
來
體
例
、
照
得
朱
文
公
家
禮
内
、
婚
禮
、
酌
古
准
今
、
擬
到
各
項
事
理
。
…

一
、
目
今
、
作
贅
召
婿
之
家
往
往
甚
多
、
蓋
是
貧
窮
不
能
娶
婦
、
故
使
作
贅
。
雖
非
古
禮
、
亦
難
革
撥
。
此
等
之
家　

合
令
権
依
時
俗
而
行
。

18　
『
金
史
』
六
卷
、「
世
宗
本
紀
」、
大
定
九
年
（
一
一
六
九
）
漢
人
、
渤
海
兄
弟
之
妻
、
服
闋
歸
宗
、
以
禮
續
婚
者
聽
。

19　

沈
寿
文
「
略
析
元
初
漢
人
収
継
婚
敵
意
法
律
実
践
」（『
雲
南
大
学
学
報
法
学
報
』
卷
二
一
第
六
期
、
二
〇
〇
八
年
）、
何
恬
「
蒙
元
時
期
漢
人
収
継

婚
問
題
再
研
究
」（『
珞
珈
史
苑
』
二
〇
一
九
年
四
月
）
も
年
を
追
っ
て
整
理
し
て
い
る
が
、
論
点
も
異
な
る
た
め
こ
こ
で
改
め
て
詳
述
す
る
。

20　

本
稿
で
は
資
料
は
註
に
付
記
す
る
。『
元
典
章
』
卷
十
八
、
戸
部
「
弟
収
繼
出
舎
另
居
」、
至
元
六
年
…
係
本
縣
附
籍
軍
戸
。
至
元
三
年
三
月
内
、

召
到
劉
痩
漢
、
於
德
女
迎
仙
處
作
十
七
年
出
舎
女
婿
、
見
有
立
到
婚
書
、
縁
婿
劉
痩
漢
未
曾
住
満
年
限
、
不
曾
令
女
迎
仙
前
去
、
乞
照
詳
事
。
省

府
今
擬
、
令
故
劉
痩
漢
弟
劉
犍
犍
於
許
德
家
内
収
繼
伊
嫂
許
迎
仙
、
出
舎
另
居
。

21　
『
通
制
條
格
』
巻
二
、
戸
令
「
戸
例
」
に
、
至
元
八
年
三
月
、
一
、
招
召
女
婿
、
養
老
女
婿
、
妻
（
補
う
）
亡
出
舎
另
居
、
自
行
娶
致
妻
室
、
却
稱

津
貼
丈
人
戸
下
差
發
、
或
納
本
投
下
差
發
之
人
。
仰
収
係
當
差
外
、
據
丈
人
出
備
財
錢
、
別
行
求
與
妻
室
、
及
分
訖
事
産
津
貼
者
、
依
舊
同
戸
應

當
差
役
と
あ
り
、
養
老
女
婿
が
妻
の
死
後
再
婚
し
て
も
女
婿
と
し
て
の
関
係
を
続
け
る
限
り
前
妻
の
家
の
家
業
に
当
た
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

22　
『
元
典
章
』
卷
十
八
、
戸
部
、
不
収
繼
「
姪
兒
不
得
収
嬸
母
」
至
元
七
年
七
月
…
舊
例
、
姪
男
娶
訖
嬸
母
、
卽
是
期
（
欺
改
め
）
親
尊
長
爲
婚
、
同
奸
、
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法
各
離
。
…
舊
例
、
同
類
自
相
犯
者
、
各
從
本
俗
法
。
其
漢
兒
人
等
不
合
指
例
、
比
及
通
行
定
奪
以
来
、
依
准
本
部
所
擬
、
無
令
接
續
。

23　

同
右
「
漢
兒
人
不
得
接
續
」
至
元
七
年
八
月
…
送
法
司
檢
詳
得
舊
例
、
漢
兒
・
渤
海
不
在
接
續
有
服
兄
弟
之
限
。
移
准
中
書
省
咨
、
議
得
、
舊
例
、

同
類
自
相
犯
者
、
各
從
本
俗
法
。
其
漢
兒
人
不
合
指
例
。
比
及
通
行
定
奪
以
来
、
無
令
接
續
。
若
本
婦
人
服
闋
、
自
願
守
志
、
或
欲
歸
宗
改
嫁
者
聽
。

咨
請
照
驗
。
省
府
除
已
劄
付
戸
部
、
遍
行
各
路
、
出
榜
暁
諭
外
、
仰
依
上
施
行
。

24　
『
元
典
章
』
卷
十
八
、
戸
部
、
収
繼
「
収
小
娘
阿
嫂
例
」
至
元
八
年
十
二
月
、
中
書
省
、
今
月
初
八
日
、
答
失
蠻
・
相
哥
二
個
文
字
譯
該
、
小
娘
根
底
、

阿
嫂
根
底
、
休
収
者
。
行
了
文
字
來
。
奏
呵
、
聖
旨
、
疾
忙
交
行
文
書
者
。
小
娘
根
底
、
阿
嫂
根
底
収
者
。
麽
道
、
聖
旨
了
也
。
欽
此
。

25　
『
元
典
章
』
卷
五
十
七
、刑
部
、禁
宰
殺
「
禁
回
回
抹
殺
羊
做
速
納
」
至
元
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日　

成
吉
思
皇
帝
降
生
、日
出
至
没
、盡
収
諸
國
、

各
依
風
俗
。
這
許
多
諸
色
民
内
、
唯
、
有
回
回
人
毎
爲
言
、
俺
不
喫
蒙
古
之
食
…
如
今
、
直
北
從
八
里
灰
田
地
裏
將
海
青
來
底
回
回
毎
、
別
人
宰

殺
來
的
俺
不
喫
、
麽
道
、
騒
擾
貧
窮
百
姓
毎
來
底
上
頭
、
從
今
已
後
、
木
速
魯
蠻
回
回
毎
、
朮
（
木
改
め
）
勿
回
回
毎
、
不
揀
是
何
人
殺
來
的
肉
、

交
喫
者
。

26　

註
１９
何
論
文
一
三
三
頁
参
照
。

27　
『
元
典
章
』
卷
十
八
、
戸
部
、
婚
姻
、
収
繼
「
小
叔
収
阿
嫂
例
」
至
元
九
年
十
月
…
相
從
於
至
元
八
年
十
月
初
八
日
通
奸
。
在
後
得
孕
、
一
同
在
逃

罪
犯
。
…
省
部
照
得
至
元
八
年
十
二
月
欽
奉
聖
旨
節
該
、
小
娘
根
底
、
阿
嫂
根
底
収
者
、
麽
道
。

28　
「
唐
律
」
卷
十
四
、「
戸
婚
」
諸
卑
幼
在
外
、
尊
長
後
爲
定
婚
、
而
卑
幼
自
娶
妻
、
已
成
者
、
婚
如
法
、
未
成
者
、
從
尊
長
。
違
者
、
杖
一
百
。

29　
『
元
典
章
』
卷
十
八
、
戸
部
、
婚
姻
、
嫁
娶
「
母
在
子
不
得
主
婚
」、『
通
制
條
格
』
卷
三
、
戸
令
「
嫁
娶
所
由
」
参
照
。

30　

結
婚
の
取
り
決
め
が
整
う
こ
と
を
定
婚
と
言
い
、
実
際
に
結
婚
を
し
、
相
手
の
家
に
入
る
こ
と
を
成
婚
、
あ
る
い
は
過
門
と
言
う
。

31　
『
元
典
章
』卷
十
八
、戸
部
、婚
姻
、収
繼「
定
婚
収
繼
」至
元
十
年
三
月
二
十
二
日
…
終
是
已
定
妻
室
、亦
合
欽
依
聖
旨
小
叔
収
阿
嫂
事
理
、接
續
施
行
。

32　

同
右「
定
婚
夫
亡
小
叔
再
下
財
求
娶
」至
元
十
年
五
月
…
又
兼
郭
阿
秦
止
是
下
乞
欄
媒
、定
親
之
後
、不
曾
行
下
正
財
。
…
令
郭
阿
秦
貼
下
元
義
財
物
、

依
理
求
娶
李
蛾
兒
、
與
伊
男
冬
兒
接
續
。

33　
『
元
典
章
』
卷
十
八
、
戸
部
、
婚
姻
、
不
収
繼
「
兩
戸
不
得
収
繼
」
至
元
十
年
六
月
、
…
府
司
議
得
、
劉
珪
所
告
収
嫂
一
節
、
劉
阿
馬
、
劉
珪
兩
戸

別
居
當
差
、
阿
馬
年
五
十
歳
、
自
願
守
志
不
嫁
、
況
有
男
劉
丙
三
十
六
歳
、
難
以
収
繼
。
係
已
久
爲
例
事
理
、
乞
照
詳
。
本
部
相
度
、
既
是
劉
阿

馬
状
告
自
願
守
志
、
況
已
有
男
侍
養
、
又
兼
兩
戸
別
行
當
差
、
准
擬
無
令
収
繼
施
行
。
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34　
『
元
典
章
』
卷
十
八
、
戸
部
、
婚
姻
、
収
繼
「
叔
収
兄
嫂
」
至
元
十
年
…
牛
望
兒
雖
欲
恩
養
兒
男
守
志
、
其
付
望
伯
已
將
本
婦
強
要
奸
汚
、
況
兼
付

望
伯
係
牛
望
兒
亡
夫
親
弟
、
欽
依
已
降
聖
旨
事
意
、
合
准
已
婚
…

35　

同
右
「
叔
収
嫂
又
婚
元
定
妻
」
至
元
十
年
…
卽
係
欽
奉
聖
旨
内
一
款
、
小
叔
合
行
接
續
収
繼
、
難
同
有
妻
更
娶
妻
體
例
。
合
准
以
此
爲
定
、
令
小

叔
劉
三
將
阿
郭
収
繼
、
仍
將
元
定
妻
胡
茶
哥
依
理
下
財
、
求
娶
爲
妻
。

36　
『
元
典
章
』
巻
十
八
、
戸
部
、
不
収
繼
「
兄
収
弟
妻
斷
離
」
至
元
十
二
年
四
月
…
送
兵
部
、
擬
得
、
田
大
成
奸
収
弟
妻
、
廢
絶
人
倫
、
實
傷
風
化
、

量
情
擬
斷
八
十
七
下
、
罷
見
識
。
阿
趙
擬
斷
五
十
七
、
與
大
成
離
異
。
ま
た
十
四
年
八
月
に
下
さ
れ
た
例
で
、
杖
一
百
七
、九
十
七
と
あ
る
。
量
刑

の
相
違
は
ど
こ
に
あ
る
か
を
示
す
事
情
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

37　

同
右
「
守
志
婦
不
収
継
」
至
元
十
三
年
三
月
…
至
元
八
年
二
月
内
欽
奉
聖
旨
條
畫
内
、
一
款
節
該
、
婦
人
夫
亡
服
闋
、
守
志
者
聽
。
其
舅
姑
不
得

一
面
改
嫁
。
又
至
元
八
年
十
二
月
十
四
日
欽
奉
聖
旨
節
該
、
小
娘
・
阿
嫂
根
底
収
者
…
今
後
、
似
此
守
志
婦
人
、
應
繼
人
不
得
騒
擾
、
聽
從
守
志
。

如
却
行
召
嫁
、
將
各
人
斷
罪
、
更
令
應
繼
人
収
繼
。『
通
制
條
格
』
卷
三
戸
令
「
夫
亡
守
志
」
至
元
十
三
年
三
月
は
同
じ
。

38　

同
右
「
抱
乳
小
叔
不
収
継
」
至
元
十
四
年
正
月
初
九
日
、
…
據
亡
男
婦
阿
徐
既
是
守
服
已
闋
、
及
曾
將
小
叔
騶
虞
從
小
乳
抱
、
又
兼
年
甲
懸
一
倍
、

不
願
接
續
。
況
徐
旺
年
老
孤
獨
、別
無
兒
女
侍
奉
、難
議
収
繼
。
年
齢
が
離
れ
て
い
る
た
め
に
収
継
拒
否
が
許
さ
れ
た
例
は
、同「
嫂
叔
年
甲
懸
不
収
」

に
も
見
え
る
。

39　
『
通
制
條
格
』
卷
三
、
戸
令
「
収
嫂
」
至
元
十
六
年
二
月
…
伊
弟
李
五
驢
、
欲
行
収
繼
、
貼
住
年
限
。
其
李
五
驢
已
於
牛
三
家
作
婿
、
似
難
収
繼
。

40　

同
右
、
至
元
十
六
年
六
月
…
張
羊
兒
既
將
伊
嫂
収
繼
、
若
又
與
楊
春
兒
作
婿
、
卽
是
有
妻
再
娶
、
擬
將
元
下
銀
絹
回
付
、
令
楊
春
兒
別
行
改
嫁
。

41　

同
右
、
至
元
十
六
年
十
二
月
…
路
重
興
與
崔
勝
兒
未
婚
身
故
、
難
議
収
繼
。

42　
『
元
典
章
』
卷
十
八
、
戸
部
、
不
収
繼
「
姑
舅
小
叔
不
収
継
」。
至
元
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日
…
即
係
一
戸
兩
姓
姑
舅
成
親
。
不
曽
經
斷
此
例

43　
『
通
制
條
格
』
卷
三
、
戸
令
「
収
嫂
」
大
德
五
年
十
一
月
…
其
房
弟
王
安
傑
要
行
収
嫂
。
礼
部
議
得
、
凡
人
無
後
者
、
最
爲
大
事
。
其
趙
胤
初
因
無

嗣
、
與
女
召
婿
養
老
。
不
幸
婿
死
、
頼
有
伊
女
、
可
爲
依
倚
、
合
從
趙
胤
別
行
召
婿
、
以
全
養
老
送
終
之
道
。

44　

同
右
「
収
繼
嬸
母
」。
雖
係
蒙
古
軍
驅
、
終
是
有
姓
漢
人
、
姪
収
嬸
母
、
濁
亂
大
倫
、
擬
合
禁
止
。

45　
『
元
史
』
卷
三
十
四
、「
文
宗
本
紀
」
至
順
元
年
九
月
己
亥
、
諸
人
非
其
本
俗
、
敢
有
弟
収
其
嫂
、
子
収
庶
母
者
、
坐
罪
。

46　
『
至
正
條
格
』
巻
八
、
斷
例　

戸
婚
、
禁
収
庶
母
并
嫂　

至
順
元
年
九
月
二
十
三
日
、
中
書
省
奏
、
御
史
臺
備
着
監
察
毎
文
書
、
俺
根
底
与
將
文
書
來
。
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漢
人
歿
了
哥
哥
、
他
的
阿
嫂
守
寡
、
其
間
兄
弟
毎
収
継
了
多
有
。
似
這
般
呵
、
体
例
裏
不
厮
似
一
般
有
。
如
蒙
定
擬
通
例
禁
治
的
、
与
將
文
書
來

的
上
頭
、
教
礼
部
定
擬
呵
、
今
後
漢
人
・
南
人
収
継
庶
母
并
阿
嫂
的
、
合
禁
治
、
麽
道
、
定
擬
行
有
。
依
他
毎
定
擬
的
、
教
行
呵
、
怎
生
、
奏
呵
、

奉
聖
旨
、
那
般
者
、
欽
此
、
刑
部
議
得
、
今
後
似
此
有
犯
男
子
・
婦
人
、
各
杖
捌
拾
柒
下
、
主
婚
者
笞
伍
拾
柒
下
、
媒
合
人
肆
拾
柒
下
、
聘
財
一

半
没
官
、
一
半
付
告
人
充
賞
。
雖
會
赦
猶
離
之
、
都
省
准
擬
。

47　
『
元
史
』
卷
一
〇
三
、
刑
法
志
「
戸
婚
」
諸
漢
人
・
南
人
、
父
没
子
収
其
庶
母
、
兄
没
弟
収
其
嫂
者
、
禁
之
。

48　

同
右
、
諸
姑
表
兄
弟
嫂
叔
不
相
収
、
収
者
以
姦
論
。

49　

李
淑
娥
・
魂
簇
「
論
蒙
元
時
代
的
収
嫂
婚
与
其
法
例
」（『
法
制
与
社
会
発
展
』
一
九
九
七
年
二
期
、五
四-

五
五
頁
、註
１
９
沈
寿
文
論
文
、二
二
頁
。

李
鈺
「
元
代
収
継
婚
制
度
評
述
」（『
広
州
社
会
主
義
学
院
学
報
』
二
〇
一
〇
年
三
期
）
六
二
頁
、
蘇
麗
娜
「
元
朝
収
継
婚
的
法
律
調
整
」（『
江
西

社
会
科
学
』
二
〇
一
二
年
第
八
期
）
で
は
収
継
婚
の
扱
い
を
三
期
に
分
け
る
。

50　

註
７H

olm
gren

論
文
一
七
八

−

一
八
四
頁
、
註
１９
何
論
文
一
四
二
頁
参
照
。

51　
『
通
制
條
格
』
卷
三
、
戸
令
「
収
嫂
」
大
德
四
年
十
月
の
判
例
も
同
じ
。

52　
『
元
典
章
』
卷
十
八
、
戸
部
、
婚
姻
、
服
内
婚
「
停
屍
成
親
斷
離
」
大
德
二
年
…
王
仲
禄
男
王
猪
僧
、
至
元
二
十
一
年
十
二
月
三
十
日
、
娶
到
賀
眞

眞
爲
妻
。
至
元
二
十
三
年
正
月
内
、
王
猪
僧
身
死
、
停
屍
在
家
。
王
仲
禄
却
過
房
到
王
仲
福
男
王
唐
兒
爲
男
、
令
王
唐
兒
與
賀
眞
眞
拝
訖
王
猪
僧

屍
霊
、
収
繼
成
親
。
…
収
繼
之
後
、
已
有
所
生
兒
男
。
…
斷
令
各
人
離
異
。

53　

註
５１
参
照
。
ま
た
『
通
制
條
格
』
卷
三
、
戸
令
「
収
嫂
」
大
德
四
年
十
月
…
李
四
十
係
父
母
所
生
小
叔
、
雖
有
妻
室
卽
係
應
繼
之
人
、
禮
部
議
得
、

劉
乖
乖
雖
是
定
婚
、
未
曾
過
門
、
其
李
四
十
已
有
妻
室
、
二
者
倶
難
収
繼
。

54　

酒
井
恵
子
「
孝
子
か
ら
節
婦
へ
―
元
代
に
お
け
る
旌
表
制
度
と
節
婦
評
価
の
転
換
」（『
東
洋
学
報
』
八
四
巻
四
号
、
二
〇
〇
六
年
）

55　
『
元
典
章
』
卷
三
十
、
戸
部
、
不
収
繼
「
守
志
婦
不
収
繼
」
至
元
十
三
年
三
月
…
至
元
八
年
二
月
内
欽
奉
聖
旨
條
畫
内
一
款
節
該
、
婦
人
夫
亡
服
闋
、

守
志
者
聽
。

56　

同
右　

収
繼
「
田
長
宜
強
収
嫂
」
参
照
。

57　

註
３７
參
照
。

58　

註
４３
參
照
。
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59　

註
４４
参
照
。

60　

な
お
『
明
宣
宗
実
録
』
巻
五
一
、宣
徳
四
年
二
月
）
丁
酉
に
、収
継
婚
を
初
め
と
し
た
家
族
法
に
関
係
す
る
規
定
の
遵
守
を
命
じ
て
お
り
、末
尾
に
「
若

武
官
及
其
子
弟
有
犯
此
者
、
不
許
復
職
承
襲
。
永
爲
定
制
」
と
付
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
奥
山
憲
夫
氏
は
、「
武
官
に
は
元
朝
時
代
か
ら
引
き

継
い
で
い
る
者
が
多
く
、
そ
の
た
め
に
収
継
に
対
し
て
一
般
の
人
よ
り
も
禁
忌
感
が
薄
い
た
め
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
そ
の
血
筋
に
は
モ
ン
ゴ

ル
系
で
あ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
た
め
に
こ
の
よ
う
な
違
法
行
為
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
言
わ
れ
る
（
口
頭
発
言
）。

61　
『
歴
代
名
臣
奏
議
』
卷
六
七
、一
厚
俗　

古
者
、
叔
嫂
不
通
問
、
所
以
別
嫌
疑
、
辨
同
異
。
今
有
兄
死
未
寒
、
弟
卽
収
嫂
、
或
弟
死
而
小
弟
復
収
、

甚
而
四
十
之
婦
而
歸
未
冠
之
兒
。
…
除
蒙
古
人
外
、
所
宜
截
日
禁
断
、
有
兄
亡
而
嫂
願
改
志
及
守
志
者
、
並
聽
。
如
収
以
爲
妻
、
則
以
同
奸
罪
更

加
一
等
。

62　
『
至
正
條
格
』
断
例
、
戸
婚
、「
卽
與
庶
民
妻
室
不
同
…
不
許
再
醮
」

63　
『
清
明
集
』
十
人
倫
門
、
亂
倫
「
弟
婦
與
伯
成
姦
且
棄
逐
男
女
盗
賣
其
田
業
」
参
照
。

64　

註
３３
参
照
。

65　

註
３７
参
照
。

66　

註
２１
参
照
。

67　
『
通
制
條
格
』
卷
三
、
戸
令
、「
収
嫂
」
大
德
二
年
十
二
月
…
禮
部
議
得
、
于
貸
兒
已
經
服
闋
、
小
叔
潘
三
許
令
歸
宗
、
遠
房
小
叔
潘
五
似
難
収
繼
。

68　

同
右
、
元
貞
二
年
三
月
…
李
福
証
既
是
出
家
僧
人
、
擬
准
已
婚
、
令
張
保
奴
（
兄
嫁
）
與
趙
明
之
爲
妻
。　

69　

註
６
・７
・
１９
参
照
。

70　
『
元
典
章
』
卷
十
八
、
戸
部
、
嫁
娶
「
婚
禮
」
至
元
八
年
二
月
の
聖
旨
。

71　
『
通
制
條
格
』
卷
四
、
戸
令
、「
嫁
娶
」
至
元
八
年
七
月
…
一
、
招
召
養
老
女
壻
、
照
依
已
定
嫁
娶
聘
財
等
第
減
半
。
須
要
明
立
媒
約
婚
書
成
親
。

72　

慈
華
「
元
代
女
婿
改
嫁
現
象
芻
議
」（『
文
学
研
究
』
二
〇
一
七
年
）
四
七
頁
。

73　
『
元
典
章
』
卷
十
八
、
戸
部
、
不
収
繼
、「
嫂
叔
年
甲
争
懸
不
収
」、
至
元
十
八
年
…
擬
令
於
崔
恵
名
下
追
回
路
顕
元
下
財
銭
、
候
路
四
兒
長
立
成
人
、

別
娶
妻
室
。

74　
『
通
制
條
格
』
卷
三
、
戸
令
「
収
嫂
」
至
元
十
六
年
六
月
…
本
部
議
得
、
張
羊
兒
既
將
伊
嫂
収
繼
。
若
又
與
楊
春
兒
作
婿
、
卽
是
有
妻
再
娶
、
擬
將
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元
下
銀
絹
回
付
、
令
楊
春
兒
別
行
改
嫁
。

75　
『
元
典
章
』
卷
四
十
二
、
刑
部
、
殺
親
屬
「
打
死
男
婦
」
至
元
十
三
年
六
月
始
八
日
…
不
合
先
爲
親
家
賀
林
遺
火
、
將
本
家
元
與
男
婦
物
件
焼
訖
、

不
肯
陪
還
、
以
此
挟
恨
。

76　
『
通
制
條
格
』
卷
三
、
戸
令
「
収
嫂
」
大
德
六
年
九
月
…
令
元
媒
本
問
李
聚
（
亡
夫
の
伯
父
）
並
無
収
繼
之
人
…
李
犇
牛
身
故
、
郭
穏
使
元
媒
本
問

李
聚
、
將
女
秀
哥
改
嫁
暴
旺
爲
妻
、
經
今
四
年
。

77　

同
右
「
良
嫁
官
戸
」
至
元
十
二
年
三
月
…
張
得
安
身
故
、
齋
世
栄
自
願
出
鈔
柒
拾
伍
兩
（
聘
財
と
同
じ
金
額
）、
収
贖
姪
女
粉
梅
歸
宗
…

78　

註
４９
李
鈺
論
文
、
六
二
頁
。

79　
『
元
典
章
』
卷
三
十
、
禮
部
「
喪
禮
」。

80　
『
通
制
條
格
』
巻
四
、
戸
令
「
嫁
娶
」
至
元
八
年
三
月
…
沿
房
不
曾
斷
送
、
止
有
從
嫁
壱
名
。
已
入
夫
家
、
依
例
合
令
男
家
驗
元
買
値
錢
、
參
分
爲

率
。
壱
分
給
付
月
哥
歸
宗
。

81　

粧
奩
財
に
つ
い
て
は
、
大
德
年
間
に
夫
側
に
帰
属
す
る
法
が
で
き
る
。

82　

注
７H

olm
gren

論
文
一
七
八

−

一
八
四
頁
参
照
。


