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書　

評大
澤
正
昭
著
『
妻
と
娘
の
唐
宋
時
代

―
史
料
に
語
ら
せ
よ
う
』

小
川 

快
之

キ
ー
ワ
ー
ド
：
歴
史
学
入
門
／
中
国
社
会
史
／
中
国
女
性
史
／
中
国
家
族
史
／
唐
宋
時
代

唐
宋
時
代
は
、
唐
宋
変
革
と
言
わ
れ
る
中
国
史
に
お
け
る
重
要
な
社
会
変
動
が
起
き
た
時
代
で
あ
り
、
そ
れ
を
経
て
伝
統
中
国
の
文

化
の
基
礎
が
形
成
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
伝
統
中
国
の
文
化
の
特
色
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
は
、
中
国
人
の
価
値
観
や
行
動

様
式
に
つ
い
て
知
る
上
で
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
は
異
文
化
理
解
を
進
め
る
上
で
も
重
要
な
作
業
と
な
っ
て
い
る
。

唐
宋
変
革
や
伝
統
中
国
の
文
化
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
者
に
よ
り
家
族
や
地
域
社
会
、
女
性
文
化
な
ど
様
々
な
視
点
か

ら
研
究
が
な
さ
れ
、
日
本
に
お
け
る
研
究
の
蓄
積
も
相
当
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
成
果
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
た
一
般
書
は
必
ず
し

も
多
い
と
は
言
え
ず
、
高
校
の
世
界
史
の
授
業
で
も
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
ず
、
大
学
の
授
業
で
も
語
ら
れ
る
機
会
は
け
し
て
多
い
と

は
言
え
な
い
。
中
華
圏
の
国
や
地
域
と
の
交
流
の
進
展
、
ま
た
、
大
学
で
の
評
者
の
伝
統
中
国
の
文
化
に
関
す
る
授
業
で
の
学
生
た
ち

の
関
心
の
高
さ
を
考
え
る
と
、
一
般
書
が
少
な
い
た
め
に
、
一
般
の
読
者
が
こ
う
し
た
世
界
を
知
る
機
会
が
少
な
い
と
い
う
現
状
は
残

念
に
感
じ
ら
れ
る
。

そ
う
し
た
な
か
、
日
本
に
お
け
る
唐
宋
時
代
を
中
心
と
し
た
中
国
社
会
史
研
究
を
長
年
牽
引
し
、
中
国
の
女
性
史
に
関
し
て
も
す
で
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に
『
唐
宋
時
代
の
家
族
・
婚
姻
・
女
性

―
婦
は
強
く
』（
明
石
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
を
書
か
れ
、
評
者
も
大
学
院
生
時
代
か
ら
薫

陶
を
受
け
て
き
た
大
澤
正ま
さ

昭あ
き

氏
に
よ
っ
て
一
般
の
読
者
や
大
学
生
向
け
の
本
書
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
大
き
な
喜
び
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
本
稿
で
は
、
そ
の
内
容
の
要
点
に
つ
い
て
紹
介
し
て
み
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
本
書
が
書
か
れ
た
目
的
に
つ
い
て
、
著
者
は
「
研
究
の
成
果
を
わ
か
り
や
す
く
書
い
た
本
は
積
極
的
に
出
す
べ
き
」（
二
七
七

頁
）
と
の
強
い
思
い
か
ら
、
大
学
受
験
生
、
新
入
生
や
一
般
の
読
者
に
こ
の
分
野
の
研
究
に
興
味
を
も
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、「
歴
史

学
の
研
究
と
は
、
史
料
の
読
解
か
ら
出
発
し
て
新
た
な
歴
史
像
を
創
造
す
る
営
為
で
あ
り
、
…
…
こ
れ
が
基
本
的
に
愉
し
い
作
業
で
あ

る
」（
二
六
三
頁
）
と
い
う
こ
と
の
一
例
を
示
し
た
も
の
と
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
本
書
の
内
容
は
、
単
な
る
唐
宋
時
代
の
女
性
史
の
紹
介
で
は
な
く
、
随
所
で
小
説
史
料
、
裁
判
史
料
な
ど
各
種
の
史
料
を
読

み
解
く
際
の
留
意
点
な
ど
を
含
め
、
研
究
が
練
り
込
ま
れ
て
ゆ
く
過
程
を
丹
念
に
記
述
し
、
授
業
で
の
様
々
な
試
み
が
語
ら
れ
、
学
生

と
共
に
考
え
る
と
い
う
著
者
の
教
育
ス
タ
イ
ル
が
に
じ
み
出
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
が
類
書
と
は
一
線
を
画
す
本
書
の
最
大

の
特
色
か
つ
魅
力
に
な
っ
て
お
り
、
研
究
を
志
す
者
に
、
歴
史
学
の
研
究
と
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ
て
く

れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
ま
え
が
き
で
は
、
本
書
の
意
図
に
つ
い
て
、「
日
本
と
は
異
な
る
夫
婦
の
関
係
性
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

は
私
が
中
国
の
女
性
史
・
家
族
史
を
考
え
て
み
る
、
一
つ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
」（
ま
え
が
き
ⅲ
頁
）
と
述
べ
、
ま
た
、「
も
う
一
つ

の
焦
点
、
史
料
の
問
題
が
あ
る
」（
ま
え
が
き
ⅴ
頁
）、「
歴
史
学
に
は
歴
史
学
な
り
の
面
白
さ
が
山
ほ
ど
あ
ふ
れ
て
い
る
。
…
…
史
料

を
読
み
解
く
、
い
わ
ば
謎
解
き
の
よ
う
な
楽
し
さ
で
あ
り
、
そ
う
し
て
そ
こ
か
ら
歴
史
像
を
組
み
立
て
る
面
白
さ
で
あ
る
」（
ま
え
が

き
ⅵ
頁
）
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、「
本
書
で
は
…
…
史
料
自
身
に
語
っ
て
も
ら
お
う
と
思
う
。
テ
ー
マ
は
も
ち
ろ
ん
…
…
女
性
に
か
か

わ
る
問
題
で
あ
る
」（
ま
え
が
き
ⅶ
頁
）、「
一
応
の
結
論
は
出
し
て
い
る
が
、
ま
だ
ま
だ
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
で
あ
る
。
そ
れ
を
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研
究
し
、
新
し
い
歴
史
像
を
作
る
の
は
、
こ
れ
か
ら
研
究
を
始
め
る
人
々
で
あ
る
。
と
く
に
若
い
人
た
ち
の
斬
新
な
視
点
と
熱
意
に
、

大
い
に
期
待
し
て
い
る
」（
ま
え
が
き
ⅷ
頁
）
と
述
べ
て
お
り
、
史
料
の
読
み
解
き
方
に
つ
い
て
解
説
し
つ
つ
伝
統
中
国
の
女
性
に
か

か
わ
る
問
題
を
語
る
こ
と
に
よ
り
、
主
に
若
い
読
者
に
研
究
の
面
白
さ
や
研
究
へ
の
興
味
を
感
じ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
著
者
の
意
図

が
示
さ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
序
章
「
働
く
女
た
ち

―
唐
宋
時
代
史
料
論
も
兼
ね
て
」
で
は
、
歴
史
学
と
は
「
偏
っ
た
史
料
を
ど
の
よ
う
に
深
く
読

み
、
そ
こ
か
ら
い
か
に
豊
か
な
内
容
を
汲
み
取
っ
て
ゆ
く
か
で
あ
る
」（
二
頁
）
と
述
べ
、
史
料
を
読
み
解
く
上
で
考
え
る
べ
き
、
そ

の
背
景
と
、
史
料
か
ら
ど
の
よ
う
に
女
性
に
か
か
わ
る
内
容
を
読
み
解
く
か
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
一
「
唐
宋
時
代
の
史
料

―
そ
の
限
界
と
可
能
性
」
で
は
、「
宋
代
の
絵
画
・
文
献
史
料
に
は
明
確
な
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ

て
い
た
」（
一
五
頁
）
と
し
、
北
宋
の
都
の
開か
い

封ほ
う

を
描
い
た
『
清
明
上
河
図
』
に
女
性
が
少
な
い
の
は
「
女
性
は
家
の
な
か
に
し
か
い

な
い
こ
と
に
す
る
と
い
う
、
画
家
の
暗
黙
の
了
承
」（
六
頁
）
が
あ
っ
た
た
め
、「
現
実
に
女
性
が
農
作
業
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宋
代
の
絵
画
史
料
に
は
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
」（
八
頁
）
と
す
る
。

ま
た
、
南
宋
時
代
の
裁
判
関
係
文
書
集
で
あ
る
『
名
公
書
判
清
明
集
』（
以
下
『
清
明
集
』
と
略
称
）
の
「
判
決
文
類
で
は
家
内
・

宗そ
う

族ぞ
く

（
男
系
の
一
族
）
内
の
訴
訟
が
頻
発
し
て
い
た
。
こ
の
状
況
を
端
的
に
い
え
ば
、
当
時
は
家
父
長
制
社
会
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
家

族
内
部
に
お
い
て
家
父
長
が
女
性
を
統
制
で
き
て
い
な
い
現
状
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
」（
一
四
頁
）
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
、
二
「
女

性
が
従
事
す
る
生
業
（
1
）

―
生
業
、
家
業
一
般
に
つ
い
て
」
で
は
、
顔
真
卿
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
踏
ま
え
て
、「『
夫
を
棄
て
る
』
妻

が
い
く
ら
で
も
い
た
の
だ
。
…
…
夫
が
い
な
く
て
も
生
活
に
は
困
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
…
…
妻
た
ち
の
自
由
さ
、
自
立
度
の
高
さ

が
う
か
が
え
る
」（
二
〇
頁
）
と
述
べ
る
。

ま
た
、
三
「
女
性
が
従
事
す
る
生
業
（
2
）

―
女
性
の
農
業
労
働
」
で
は
、「
女
性
た
ち
は
…
…
農
業
経
営
を
分
担
し
て
い
た
」
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（
二
七
頁
）
と
し
、
さ
ら
に
、
四
「
女
性
が
従
事
す
る
生
業
（
3
）

―
農
家
経
営
、
商
業
と
女
性
」
で
は
、「
私
た
ち
は
農
家
経
営
と

い
う
生
業
が
、
…
…
複
合
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
視
野
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
」（
三
三
頁
）
と
述
べ
る
。

そ
し
て
、
お
わ
り
に
で
は
、「
史
料
の
性
格
を
お
さ
え
た
う
え
で
、
そ
れ
を
深
く
読
み
込
む
作
業
の
重
要
性
と
史
料
に
隠
さ
れ
た
女

性
の
生
業
の
一
端
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
…
…
史
料
批
判
の
眼
を
養
い
、
た
え
ず
問
題
意
識
を
鍛
錬
す
る
こ
と
が
、
私
た
ち
に

求
め
ら
れ
て
い
る
」（
三
四
頁
）
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
コ
ラ
ム
1
「『
織お
り

女ひ
め

』
の
ゆ
く
え

―
明
清
時
代
の
農
書
に
み
る
女
性
の
労
働
」
で
は
、
農
書
の
内
容
を
紹
介
し
な
が
ら
、

「
男
性
中
心
の
農
業
社
会
と
は
い
え
、
女
性
労
働
の
意
義
は
も
は
や
隠
し
よ
う
も
な
か
っ
た
」（
四
一
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
1
章
「
女
が
三
度
も
結
婚
す
る
と
は
！

―
南
宋
の
裁
判
記
録
か
ら
」
で
は
、「
中
国
史
上
の
女
性
た
ち
に
は
、
い
わ
ば

〈
活
躍
〉
と
〈
抑
圧
〉
の
相
反
す
る
二
つ
の
顔
が
あ
っ
た
。
…
…
彼
女
ら
の
多
く
は
い
わ
ゆ
る
漢
民
族
の
女
性
と
し
て
理
解
さ
れ
て
お

り
、
民
族
や
文
化
の
違
い
か
ら
説
明
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
…
…
こ
の
二
重
人
格
的
な
『
女
性
』
の
本
質
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る

の
だ
ろ
う
」（
四
七
頁
）
と
述
べ
、
以
下
で
女
性
の
も
つ
二
つ
の
性
格
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

ま
ず
、
一
「
再
婚
す
る
女
た
ち
」
で
は
、『
清
明
集
』
の
分
析
を
踏
ま
え
て
、「
一
般
社
会
に
お
け
る
離
婚
・
再
婚
の
現
実
、
そ
こ
に

垣
間
見
え
る
女
性
た
ち
の
自
己
主
張
」（
五
五
頁
）
の
存
在
を
示
し
、
二
「
唐
代
の
離
婚
と
再
婚
」
で
は
「
妻
主
導
の
離
婚
が
通
常
の

事
態
だ
っ
た
」（
五
八
頁
）
と
し
、
さ
ら
に
、
三
「
宋
代
の
女
性
の
位
置
」
で
は
「
南
宋
が
男
性
原
理
の
時
代
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
女
性
の
存
在
を
ま
っ
た
く
無
視
す
る
よ
う
な
時
代
で
も
な
か
っ
た
」（
六
六
頁
）
と
指
摘
す
る
。

そ
し
て
、
お
わ
り
に
で
は
「
彼
女
た
ち
は
決
し
て
抑
圧
さ
れ
た
だ
け
の
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
差
別
さ
れ
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い

が
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
で
自
己
主
張
を
展
開
し
て
い
た
。
…
…
遅
く
と
も
唐
代
以
降
、
中
国
は
女
性
の
『
力
』
が
強
い
社
会
が
続
い
て

い
た
。『
力
』
の
内
容
は
一
概
に
い
え
な
い
が
、
発
言
力
・
行
動
力
・
生
活
力
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
男
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性
原
理
に
よ
っ
て
造
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
〈
装
置
〉
が
圧
力
を
加
え
て
い
た
。
国
家
権
力
・
統
治
制
度
・
儒
教
思
想
、
そ

の
他
で
あ
り
、
…
…
こ
う
し
た
圧
力
は
北
宋
以
後
、
一
段
と
強
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
成
果
が
明
瞭
に
見
え
始
め
た
の
が
南
宋
時
代

で
あ
る
。
し
か
し
、
女
性
た
ち
の
抵
抗
は
根
強
く
、
完
全
な
制
圧
な
ど
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
…
…
抑
圧
と
闘
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

女
性
の
強
さ
こ
そ
が
中
国
女
性
の
『
顔
』
な
の
で
あ
る
。
…
…
『
清
明
集
』
の
女
た
ち
の
延
長
線
上
に
、
則
天
武
后
も
西
太
后
も
そ
の

座
を
占
め
て
い
た
」（
六
八
～
六
九
頁
）
と
述
べ
る
。

な
お
、
コ
ラ
ム
2
「
夫
は
『
痴ア

愚ホ

』
か

―
社
会
史
研
究　

は
じ
め
の
一
歩
」
で
は
「
父
系
制
の
原
則
が
国
家
の
指
導
方
針
で
あ
っ

た
が
、
一
般
人
に
は
こ
れ
を
遵
守
し
な
い
者
が
か
な
り
い
た
」（
七
二
頁
）
と
し
、
妻
か
ら
の
離
婚
請
求
に
関
す
る
史
料
に
つ
い
て
の

大
学
院
ゼ
ミ
で
の
議
論
を
紹
介
し
、
実
は
夫
に
知
的
障
碍
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
可
能
性
も
見
え
て
き
た
こ
と
な
ど
を
述
べ
、
ゼ
ミ
で

の
議
論
で
研
究
が
深
め
ら
れ
て
ゆ
く
過
程
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
コ
ラ
ム
3
「
中
国
映
画
の
『
黄
金
時
代
』」
で
は
、
著
者
が
「
映
画
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
は
、
中
国
史
を
考
え
る
上
で
も
大

い
に
役
に
立
っ
た
」（
八
二
頁
）
と
感
じ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
学
生
の
興
味
を
喚
起
す
る
目
的
で
行
っ
た
ゼ
ミ
で
の
中
国
映
画
の
紹
介

に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
は
、「
素
直
に
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
映
画
で
は
ど
れ
も
女
性
が
活
躍
し
て
い
た
だ
け
な
の
で

あ
る
。
…
…
現
代
中
国
の
女
性
を
取
り
巻
く
問
題
に
、
私
た
ち
の
歴
史
学
は
ど
の
よ
う
に
応
え
て
い
け
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
の

重
要
な
問
題
意
識
で
あ
る
」（
八
七
頁
）
と
も
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
2
章
「
無
能
な
夫
を
持
つ
妻
は
…
…

―
『
袁
氏
世
範
』
の
女
性
観
」
で
は
、
南
宋
の
地
方
官
を
つ
と
め
た
袁え
ん

采さ
い

が
子
孫

の
た
め
に
書
い
た
家
訓
で
あ
る
『
袁
氏
世
範
』
を
用
い
て
、〈
活
躍
〉
し
て
い
た
女
性
像
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
、
一
「『
袁
氏

世
範
』
に
つ
い
て
」
で
は
、「
彼
が
見
つ
け
出
し
た
第
一
の
方
策
は
、
家
族
や
同
族
内
で
は
と
に
か
く
争
わ
ず
、
和
を
保
つ
こ
と
で

あ
っ
た
」（
九
七
頁
）
と
述
べ
、
袁
采
は
「
当
時
の
社
会
で
起
こ
っ
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
実
を
冷
静
に
見
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
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い
く
つ
も
の
教
訓
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
…
…
そ
こ
に
は
当
時
の
社
会
の
実
態
が
リ
ア
ル
に
描
き
出
さ
れ
て
」（
九
八
頁
）
い
た

と
す
る
。

そ
し
て
、
二
「
袁
采
は
『
第
一
個
女
性
同
情
論
者
』
？
」
で
は
、「
無
能
な
夫
や
早
死
に
し
た
夫
の
例
を
あ
げ
、
そ
の
逆
境
を
乗
り

越
え
て
家
を
盛
り
立
て
た
『
賢
婦
人
』
が
い
る
」（
一
〇
三
頁
）
と
し
、
そ
れ
を
陳
東
原
氏
が
「
第
一
個
女
性
同
情
論
者
」
と
評
価
し

た
こ
と
を
紹
介
す
る
。
さ
ら
に
、
三
「
袁
采
の
女
性
観
」
で
は
、「
袁
采
の
女
性
観
は
単
純
で
は
な
い
。
…
…
女
性
に
対
す
る
差
別
が

問
題
だ
な
ど
と
『
同
情
』
す
る
は
ず
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
発
想
は
ま
さ
に
近
代
の
産
物
で
あ
っ
た
」（
一
〇
八
頁
）

と
し
、
陳
氏
の
評
価
は
近
代
的
な
価
値
観
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

ま
た
、
四
「
袁
采
の
現
実
を
見
る
眼
」
で
は
、
袁
采
が
「
何
ら
か
の
事
情
で
乳
母
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
女
性
の
悲
惨
な
境
遇

を
的
確
に
認
識
し
、
彼
女
ら
を
救
い
出
せ
な
い
『
国
家
の
法
令
』
の
欠
陥
を
指
摘
」（
一
一
二
頁
）
し
て
い
る
と
し
、
お
わ
り
に
で
は
、

袁
采
は
「
女
性
も
含
め
た
現
実
を
客
観
的
に
冷
静
に
見
つ
め
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
と
評
価
す
べ
き
」（
一
一
五
頁
）
と
す
る
。

な
お
、
コ
ラ
ム
4
「『
袁
氏
世
範
』
の
『
超
訳
』
に
挑
戦
」
で
は
上
智
大
学
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
で
の
試
み
を
紹
介
し
て

い
る
。

つ
ぎ
に
、
3
章
「『
酢
を
飲
む
』
妻
と
恐
妻
家

―
唐
宋
時
代
の
『
小
説
』
史
料
か
ら
」
で
は
、
差
別
的
認
識
の
一
つ
で
あ
る
「
嫉

妬
深
い
」
＝
「
焼
餅
焼
き
」
を
手
が
か
り
に
し
て
婚
姻
関
係
に
お
け
る
妻
の
地
位
に
つ
い
て
小
説
史
料
を
用
い
て
考
え
て
い
る
。

ま
ず
、
一
「『
太
平
広
記
』
に
み
る
家
族
お
よ
び
妻
と
母
」
で
は
、「
家
族
の
あ
り
方
は
唐
代
か
ら
宋
代
に
至
る
間
に
か
な
り
変
化
し

た
。
一
夫
一
婦
の
関
係
が
強
く
な
り
、
そ
う
し
て
小
家
族
と
し
て
の
ま
と
ま
り
が
明
確
に
な
っ
た
。
…
…
唐
代
以
前
の
家
族
は
宗
族
と

い
う
父
系
親
族
の
な
か
に
埋
も
れ
る
傾
向
が
強
く
、
宗
族
の
秩
序
が
優
先
さ
れ
、
個
別
の
家
族
は
そ
の
傘
の
下
に
あ
っ
た
。
婚
姻
関
係

を
例
と
し
た
場
合
、
個
人
の
自
由
な
恋
愛
、
家
族
内
で
の
話
し
合
い
な
ど
望
む
べ
く
も
な
く
、
結
婚
は
宗
族
内
で
決
め
ら
れ
た
…
…
こ
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の
傾
向
は
と
く
に
上
流
階
層
で
顕
著
に
み
ら
れ
た
」（
一
三
五
頁
）
と
述
べ
る
。
ま
た
、「
唐
代
の
夫
婦
関
係
は
ま
だ
弱
か
っ
た
。
そ
れ

が
弱
い
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
妻
の
立
場
が
弱
い
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
た
。
そ
う
し
て
妻
は
嫉
妬
を
武
器
と
し
て
、
自
分

の
地
位
を
確
保
す
べ
く
闘
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」（
一
四
五
頁
）
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
二
「『
夷
堅
志
』
に
み
る
家
族
お
よ
び
妻
」
で
は
、「
唐
代
ま
で
の
家
族
像
が
史
料
に
現
れ
な
い
の
と
は
異
な
っ
て
、『
夷

堅
志
』
に
は
庶
民
の
小
家
族
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
夫
婦
と
子
供
か
ら
な
る
四
～
五
人
家
族
で
あ
る
」（
一
四
六
頁
）、「
上

流
階
層
に
顕
著
だ
っ
た
宗
族
的
つ
な
が
り
が
後
退
し
、
そ
の
傘
の
下
に
い
た
小
家
族
の
自
立
度
が
高
ま
っ
た
」（
一
五
四
頁
）
と
し
、

「
男
た
ち
主
体
の
国
家
や
社
会
は
、
宗
教
的
権
威
ま
で
動
員
し
て
妻
を
抑
え
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
。
妻
に
か
か
る
圧
力
の
強
大
化
は

驚
く
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
唐
代
と
宋
代
の
大
き
な
違
い
で
あ
っ
た
」（
一
五
七
頁
）
と
し
て
い
る
。

ま
た
、「
唐
代
ま
で
は
〈
一
夫
一
妻
多
妾
〉
制
で
あ
っ
た
関
係
が
徐
々
に
〈
一
夫
一
妻
プ
ラ
ス
多
妾
〉
制
へ
と
変
化
し
て
、
一
夫
一

妻
の
関
係
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
た
だ
こ
こ
で
『
多
妾
』
と
は
い
う
も
の
の
、
複
数
の
妾
を
抱
え
て
い
る
男
性
は
、
史
料
上
あ
ま
り
み

か
け
な
い
。
妻
の
闘
い
は
続
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
」（
一
五
八
頁
）
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
お
わ
り
に
で
は
、「
か
つ
て
の
強
い
妻

た
ち
は
家
の
な
か
に
閉
じ
込
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
可
能
な
限
り
の
抵
抗
を
続
け
て
い
た
」（
一
五
九
頁
）
と
述
べ
る
。

さ
ら
に
、
4
章
「
女
親ボ

分ス

も
い
た

―
南
宋
豪
民
の
実
態
」
で
は
、「
生
業
」
を
維
持
し
て
い
た
女
性
の
活
躍
の
場
の
一
つ
の
例
と

し
て
、『
清
明
集
』
に
書
か
れ
て
い
る
、
寡
婦
が
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
て
い
た
豪
民
集
団
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
豪
民
と
は

「
農
村
、
都
市
を
問
わ
ず
基
層
社
会
に
影
響
力
を
持
っ
て
活
動
し
て
い
た
有
力
者
で
あ
る
」（
一
六
二
頁
）
と
説
明
し
て
い
る
。

ま
ず
、
一
「
判
決
文
に
記
さ
れ
た
豪
民
」
で
は
、「
中
国
の
家
父
長
制
は
…
…
父
の
死
後
は
、
息
子
が
い
て
も
妻
が
そ
の
地
位
を
継

ぎ
、
そ
の
死
後
に
初
め
て
息
子
に
引
き
継
が
れ
る
の
で
あ
る
。
父
で
あ
れ
母
で
あ
れ
、
息
子
は
親
に
孝
養
を
尽
く
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
つ
ま
り
男
性
に
よ
る
権
力
の
継
承
が
絶
対
の
原
則
で
は
な
か
っ
た
」（
一
六
五
頁
）
と
し
、
ま
た
、
判
決
文
に
出
て
く
る
「
官
氏
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一
族
は
官
八
七
嫂
を
女
親
分
と
し
、
息
子
や
姻
族
が
従
う
、
い
わ
ば
家
族
経
営
で
あ
っ
た
」（
一
六
八
頁
）
と
述
べ
る
。

さ
ら
に
、
二
「
豪
民
の
経
済
的
活
動
」
で
は
「
塩
・
紙
・
鉄
・
石
炭
は
当
時
の
重
要
な
流
通
物
質
で
あ
る
…
…
官
氏
一
族
は
そ
の
流

通
に
目
を
つ
け
、
通
行
税
を
徴
収
し
て
い
た
」（
一
七
五
頁
）
と
し
、
ま
た
、
三
「
豪
民
の
地
域
支
配
」
で
は
「
宋
代
に
は
村
落
共
同

体
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
…
…
紛
争
解
決
の
た
め
の
第
三
者
と
し
て
登
場
す
る
の
が
宋
朝
政
府
で
あ
り
、
基
層
社
会
の
有
力
者
＝
豪
民

で
あ
っ
た
。
…
…
地
域
社
会
に
生
き
る
人
び
と
は
直
に
接
す
る
相
手
が
ど
れ
だ
け
強
力
か
、
ど
れ
だ
け
権
威
を
持
っ
て
い
る
か
を
シ
ビ

ア
に
み
て
い
た
。
…
…
豪
民
が
選
択
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
彼
ら
の
主
宰
す
る
裁
判
が
私
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
地
域
の

人
び
と
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
た
」（
一
七
八
頁
）
と
指
摘
す
る
。

そ
し
て
お
わ
り
に
で
は
、
南
宋
の
豪
民
の
性
格
に
つ
い
て
ま
と
め
、「
豪
民
は
経
済
・
司
法
の
両
分
野
を
二
本
柱
と
し
て
活
動
し
て

い
た
。
…
…
彼
ら
は
ま
さ
に
唐
か
ら
宋
へ
の
変
革
期
に
登
場
し
て
き
た
有
力
者
で
あ
っ
た
。
…
…
基
層
社
会
で
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
豪

民
勢
力
が
活
動
し
、
庶
民
は
彼
ら
と
宋
朝
の
両
者
と
関
係
を
保
ち
な
が
ら
生
き
て
い
た
」（
一
八
七
頁
）
と
し
、
著
書
の
主
題
と
関
連

さ
せ
て
「
豪
民
の
活
動
も
寡
婦
の
生
業
の
選
択
肢
の
一
つ
で
あ
っ
た
」（
一
八
八
頁
）
と
指
摘
す
る
。

つ
ぎ
に
、
5
章
「
娘
た
ち
に
遺
産
は
い
ら
な
い
？

―
女
性
に
関
わ
る
『
法
』
と
現
実
」
で
は
、「
女
性
は
抑
圧
さ
れ
、
飼
い
な
ら

さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
社
会
の
原
理
・
原
則
と
は
関
わ
り
な
く
、
み
ず
か
ら
の
意
思
で
活
動
し
て
い
た
。
そ
れ
が
男
性
を
動
か

し
、
社
会
を
動
か
す
力
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
…
…
こ
う
し
た
社
会
の
歴
史
段
階
を
原
理
・
原
則
の
視
点
、
つ
ま
り
法
的
側
面
か
ら

考
え
て
み
る
」（
一
九
一
頁
）
と
述
べ
、「
女
子
分
法
」
と
呼
ば
れ
る
、『
清
明
集
』
に
出
て
く
る
女
性
財
産
権
を
示
す
記
述
を
め
ぐ
る

議
論
を
紹
介
し
て
い
る
。

ま
ず
、
一
「
男
性
原
理
の
法
」
で
は
、
中
国
家
族
法
の
原
理
に
つ
い
て
論
じ
た
滋
賀
秀
三
氏
は
「
娘
は
『
気
』
の
継
承
者
で
は
な
い

と
さ
れ
、
成
人
し
た
後
に
他
家
に
稼
ぐ
者
で
あ
り
、
財
産
の
相
続
に
関
わ
る
こ
と
は
な
い
」（
一
九
四
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
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れ
は
明
清
時
代
に
定
着
し
た
「
原
理
」
で
あ
り
、
宋
代
な
ど
現
実
の
社
会
で
は
こ
の
原
理
に
適
合
し
な
い
事
例
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
て
き
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
唐
代
の
律
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、「
家
父
長
の
権
利
は
か
な
り
大
き
か
っ
た
も
の
の
、
専
断
は

認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
息
子
や
親
族
お
よ
び
国
家
の
承
認
が
求
め
ら
れ
て
い
た
」（
一
九
九
頁
）
と
述
べ
、「
夫
は
妻
を
追
い
出
す

こ
と
が
で
き
る
と
は
い
え
、
そ
の
ハ
ー
ド
ル
は
高
か
っ
た
。
妻
の
離
縁
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
」（
二
〇
二
頁
）
と
す
る
。

さ
ら
に
、
二
「
女
性
の
財
産
権
に
関
わ
る
法
」
で
は
「
女
性
と
財
産
を
め
ぐ
る
法
で
は
、
女
性
の
継
承
分
が
明
確
に
承
認
さ
れ
て
い

た
一
方
で
、
女
性
の
取
り
分
だ
け
が
限
定
さ
れ
て
ゆ
く
方
向
に
あ
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
原
理
を
反
映
し
た
法
の
厳
密
な
実
施
を
求
め

る
官
僚
た
ち
の
思
惑
と
基
層
社
会
に
お
い
て
無
視
で
き
な
い
女
性
た
ち
の
抵
抗
が
あ
っ
た
」（
二
〇
九
頁
）
と
述
べ
る
。

ま
た
、
三
「『
女
子
分
法
』
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
、「
女
性
の
自
己
主
張
の
風
潮
は
、
宋
代
の
遺
産
継
承
の
際
に
も
存
分
に
発
動
さ
れ

た
…
…
遺
産
を
め
ぐ
る
訴
訟
が
頻
発
す
れ
ば
、
地
方
官
た
ち
は
い
ち
い
ち
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
彼
ら
は
男
性
原
理
と
折
り
合
い
を

つ
け
る
べ
く
、
何
ら
か
の
解
決
策
を
模
索
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
…
…
『
女
子
分
法
』
が
単
行
法
令
と
し
て
法
文
化
さ
れ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」（
二
二
〇
頁
）
と
「
女
子
分
法
」
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

そ
し
て
、「『
女
子
分
法
』
が
存
在
し
た
と
い
う
事
実
は
、
国
家
と
庶
民
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
結
果
で
あ
る
。
…
…
こ
の
の
ち
女
性
の
自

己
主
張
は
さ
ら
に
抑
圧
さ
れ
て
ゆ
く
。
何
よ
り
も
国
家
の
法
が
整
備
さ
れ
、
…
…
朱
子
学
な
ど
の
道
徳
規
範
も
浸
透
し
て
い
っ
た
。
こ

う
し
て
南
宋
の
『
女
子
分
法
』
が
生
き
延
び
る
道
は
閉
ざ
さ
れ
、
わ
ず
か
に
『
清
明
集
』
の
判
決
文
に
そ
の
痕
跡
を
と
ど
め
る
だ
け
の

状
況
に
な
っ
た
」（
二
二
一
頁
）
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
お
わ
り
に
で
は
、「
中
国
は
男
性
原
理
の
社
会
と
い
わ
れ
な
が
ら
も
、
唐
宋
時

代
の
法
に
は
女
性
の
存
在
が
濃
い
影
を
落
と
し
て
い
た
」（
二
二
二
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
終
章
「
唐
宋
時
代
は
何
人
家
族
？

―
史
料
か
ら
数
値
を
読
み
取
る
」
で
は
、「
唐
宋
時
代
の
妻
や
娘
が
生
き
て
い
た
舞

台
で
あ
る
家
族
を
、
そ
の
規
模
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
…
…
文
献
史
料
か
ら
家
族
を
構
成
す
る
人
数
な
ど
の
数
値
を
ど
う
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読
み
取
る
の
か
、
そ
の
方
法
を
も
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
」（
二
二
八
頁
）
と
述
べ
、
家
族
の
規
模
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

ま
ず
、
一
「
家
族
規
模
に
関
す
る
史
料
」
で
は
、
敦
煌
文
書
や
正
史
と
い
っ
た
史
料
の
性
格
を
述
べ
、
そ
れ
ら
で
は
人
口
の
実
態
や

家
族
規
模
は
容
易
に
把
握
し
が
た
い
た
め
、
小
説
史
料
に
こ
だ
わ
っ
て
み
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
「
唐
代
の
家
族
規
模
」

で
は
「
唐
代
の
小
説
史
料
に
現
れ
た
家
族
規
模
は
、
お
お
ま
か
に
い
え
ば
上
流
階
層
は
五
人
家
族
で
子
供
が
三
人
（
男
二
人
、
女
一

人
）
で
あ
り
、
庶
民
階
層
は
三
～
四
人
家
族
で
子
供
が
二
人
（
男
一
～
二
人
、
女
〇
～
一
人
）
で
あ
っ
た
」（
二
四
四
～
二
四
六
頁
）

と
す
る
。

ま
た
、
三
「
宋
代
の
家
族
規
模
」
で
は
「
唐
代
か
ら
宋
代
に
時
間
が
経
過
す
る
に
と
も
な
っ
て
女
児
の
割
合
が
ほ
ぼ
半
分
に
な
っ

た
」（
二
四
八
頁
）
と
女
児
の
減
少
化
現
象
に
つ
い
て
述
べ
、
四
「『
溺
女
』
あ
る
い
は
産
児
制
限
の
方
法
」
で
は
、
そ
の
背
景
に
つ
い

て
考
察
し
、「
嬰
児
と
く
に
女
児
殺
し
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
為
政
者
た
ち
は
こ
の
習
俗
を
な
く
し
た
い
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し

こ
の
習
俗
は
根
強
く
…
…
宋
代
の
社
会
で
も
実
際
に
女
児
の
数
は
少
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
」
る
（
二
五
四
～
二
五
五
頁
）
と
述
べ
、

溺
女
が
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

そ
し
て
、
お
わ
り
に
で
は
、
男
女
比
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
独
身
男
性
の
多
さ
、
嫁
不
足
を
引
き
起
こ
し
、
そ
れ
が
明
清
時
代
に
な
る

と
さ
ら
に
明
瞭
に
な
り
、
そ
れ
を
大
き
な
要
因
と
し
て
、
妻
を
売
り
（
売
妻
）、
貸
し
出
し
（
租
妻
）、
あ
る
い
は
質
に
入
れ
る
（
典

妻
）
慣
習
が
広
が
っ
て
い
た
と
し
、
女
性
は
差
別
さ
れ
な
が
ら
も
希
少
価
値
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
「
離
婚
・
再
婚
を
繰
り
返
す
女
性
が

こ
の
必
要
性
を
一
つ
の
背
景
に
し
て
自
己
主
張
し
て
い
た
」（
二
五
七
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
、「
結
び
に
代
え
て
」
で
は
、
本
論
部
分
を
ま
と
め
、
妻
た
ち
を
支
え
た
も
の
に
つ
い
て
、「
妻
た
ち
に
は
、
一
人
で
も
生
き

て
い
け
る
拠
り
所

―
個
人
の
能
力
の
ほ
か
に
、
生
業
、
商
業
な
ど
の
物
流
関
係
、『
妻
族
』『
妻
家
』、
社
会
的
評
価
な
ど
が
あ
っ
た
。

こ
れ
は
娘
た
ち
に
も
継
承
さ
れ
る
」（
二
六
〇
頁
）
と
し
、「
以
上
は
上
流
階
層
の
妻
た
ち
が
主
人
公
で
あ
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
…
…
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庶
民
階
層
の
妻
は
…
…
た
と
え
ば
農
家
経
営
の
一
翼
を
担
う
彼
女
ら
の
役
割
は
農
業
に
お
い
て
も
副
業
に
お
い
て
も
、
無
視
で
き
な
い

も
の
と
な
っ
て
い
た
。
…
…
女
性
人
口
の
少
な
さ
…
…
は
彼
女
ら
の
存
在
意
義
を
増
す
方
向
に
結
び
つ
く
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
が
庶
民

の
妻
の
強
さ
の
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
妻
や
娘
た
ち
は
、
歴
史
の
経
過
と
と
も
に
強
ま
る
差
別
や
圧
力
に
抵
抗

し
、
ま
た
妥
協
し
つ
つ
、
し
た
た
か
に
生
き
抜
く
知
恵
を
兼
ね
備
え
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」（
二
六
一
頁
）
と
述
べ
る
。

そ
し
て
、「
上
流
・
庶
民
階
層
を
問
わ
ず
、
女
性
の
存
在
感
は
増
し
て
い
た
。
そ
れ
は
国
家
が
定
め
る
法
律
に
も
現
れ
て
い
た
」

（
二
六
一
頁
）
と
し
、「
婦つ
ま

は
強
か
っ
た
」（
二
六
二
頁
）
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
な
お
、
最
後
に
著
者
の
コ
メ
ン
ト
を
そ
え
た
参
考
書

の
紹
介
に
よ
る
研
究
ガ
イ
ド
が
つ
い
て
お
り
、
研
究
の
世
界
へ
の
い
ざ
な
い
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
、
本
書
の
要
点
を
紹
介
し
て
み
た
が
、
史
料
が
読
み
解
か
れ
て
ゆ
く
面
白
さ
は
、
や
は
り
本
書
そ
の
も
の
を
読
ま
な
け
れ
ば
味

わ
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
読
者
の
方
々
に
は
、
直
に
本
書
を
手
に
取
り
、
そ
の
面
白
さ
を
実
感
し
て
も
ら
え
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
つ
ぎ

に
評
者
が
気
に
な
っ
た
点
に
つ
い
て
少
し
述
べ
て
み
た
い
。

ま
ず
一
点
目
は
、
明
清
時
代
の
宗
族
と
女
性
た
ち
の
関
係
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
著
者
は
、「
宋
代
の
家
族
は
宗
族
な
ど
と
距
離
が

で
き
て
い
た
…
…
上
流
階
層
に
顕
著
だ
っ
た
宗
族
的
つ
な
が
り
が
後
退
し
、
そ
の
傘
の
下
に
い
た
小
家
族
の
自
立
度
が
高
ま
っ
た
」

（
一
五
四
頁
）、「
か
つ
て
の
強
い
妻
た
ち
は
家
の
な
か
に
閉
じ
込
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
可
能
な
限
り
の
抵
抗
を
続
け
て
い
た
」（
一
五
九

頁
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
宋
代
に
は
新
た
に
近
世
的
な
宗
族
の
萌
芽
が
見
ら
れ
、
そ
れ
は
明
清
時
代
に
中
国
南
方
を
中
心
に
盛
ん
に

な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

宋
代
以
降
は
小
家
族
の
自
立
度
が
高
ま
っ
た
と
す
る
と
、
近
世
的
な
宗
族
は
自
立
度
が
高
い
小
家
族
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
近
世
的
な
宗
族
が
小
家
族
の
女
性
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
て
い
た
の
か
、
妻
族
と
な

る
女
性
の
実
家
の
宗
族
と
の
関
係
性
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
近
世
的
な
宗
族
の
活
動
の
特
色
と
言
え
る
宗
祠
（
祠
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堂
）
と
い
う
位
牌
を
祀
る
施
設
に
お
け
る
女
性
の
扱
い
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
、
な
ど
の
点
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
点
目
は
、
則
天
武
后
（
武
則
天
）
や
西
太
后
と
漢
民
族
の
女
性
の
関
係
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
著
者
は
「『
清
明
集
』
の
女
た
ち

の
延
長
線
上
に
、
則
天
武
后
も
西
太
后
も
そ
の
座
を
占
め
て
い
た
」（
六
九
頁
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
唐
の
皇
室
は
北
方
民
族
王
朝
の

流
れ
を
受
け
て
お
り
、
ま
た
、
清
代
の
宮
廷
に
は
、
漢
民
族
の
生
活
文
化
と
は
異
な
る
、
女
性
を
重
視
す
る
薩シ
ャ

満マ
ン

文
化
の
影
響
な
ど
が

色
濃
く
み
ら
れ
る
（
拙
稿
「
清
代
の
宮
廷
歳
時
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
小
浜
正
子
・
板
橋
暁
子
編
『
東
ア
ジ
ア
の
家
族
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ

テ
ィ

―
規
範
と
逸
脱
』、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
二
二
年
参
照
）。
彼
女
た
ち
は
漢
民
族
社
会
を
統
治
し
て
い
た
人
物
と
し

て
、
漢
民
族
の
「
婦
の
強
さ
」
の
影
響
が
み
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
や
は
り
、
北
方
民
族
と
関
係
が
深
い
王
朝
の
宮
廷
に
つ
い
て
は

北
方
民
族
の
文
化
の
影
響
も
あ
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
漢
民
族
の
文
化
と
北
方
民
族
の
文
化
が
こ
れ
ら
の
王
朝
の
宮
廷
の
女
性
た

ち
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
は
や
は
り
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
点
目
は
、
清
代
の
纏て
ん

足そ
く

文
化
と
「
婦
の
強
さ
」
の
関
係
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
著
者
は
、
妻
の
強
さ
の
背
景
に
は
彼
女
た
ち
の
生

業
が
関
係
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
清
代
の
漢
民
族
の
女
性
の
間
で
流
行
し
た
纏
足
も
そ
の
「
強
さ
」
に
関
係
し
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
纏
足
と
は
、
足
を
布
で
縛
っ
て
親
指
以
外
の
足
指
を
折
り
曲
げ
て
人
為
的
に
小
さ
な
足
を
作
り
上
げ
る
習
俗

で
あ
る
。
纏
足
と
言
え
ば
足
そ
の
も
の
が
注
目
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
纏
足
の
美
の
重
点
は
足
そ
の
も
の
よ
り
、
弓き
ゅ
う

鞋あ
い

と
呼
ば
れ
る

纏
足
靴
に
包
ま
れ
た
外
見
の
美
し
さ
に
あ
っ
た
。

清
代
に
は
、
纏
足
は
上
流
階
級
の
女
性
の
象
徴
と
さ
れ
た
た
め
、
女
性
た
ち
が
、
よ
い
結
婚
が
で
き
る
よ
う
に
と
願
い
、
自
分
の
娘

や
孫
娘
の
纏
足
づ
く
り
に
熱
を
入
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
は
美
し
い
纏
足
で
あ
る
こ
と
は
家
の
名
誉
と
も
関
係
が
あ
り
、
よ
り
小
さ
な
纏

足
の
妻
を
娶
っ
た
男
性
は
人
々
の
羨
望
の
的
に
な
っ
て
い
た
（
拙
稿
「
纏
足
」
小
浜
正
子
編
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
中
国
史
』、
勉
誠
出
版
、

二
〇
一
五
年
参
照
）。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
妻
た
ち
は
纏
足
と
言
う
女
性
に
し
か
使
う
こ
と
が
で
き
な
い
手
段
に
よ
り
、「
強
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さ
」（
存
在
意
義
）
を
増
す
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
理
解
不
足
の
点
も
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
評
者
が
気
に
な
る
点
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
。
本
書
は
大
学
生
や
一
般
の

読
者
を
学
問
の
世
界
へ
と
誘
う
こ
と
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
大
学
教
育
に
携
わ
る
中
国
史
研
究
者
に
と
っ
て
も
、
学
問
と

は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、
そ
し
て
そ
の
学
問
の
面
白
さ
や
奥
深
さ
と
は
な
に
か
、
を
再
認
識
さ
せ
て
く
れ
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

中
国
社
会
史
研
究
の
裾
野
を
広
げ
る
た
め
に
、
本
書
に
刺
激
を
受
け
て
、
様
々
な
教
育
や
出
版
の
場
に
お
い
て
、
そ
の
研
究
の
魅
力
を

よ
り
多
く
の
人
々
に
伝
え
る
作
業
に
取
り
組
む
こ
と
が
、
評
者
も
含
め
た
中
国
社
会
史
の
研
究
者
の
課
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。�

（
東
方
書
店
、
二
〇
二
一
年
七
月
刊
、
二
七
九
頁
、
二
二
〇
〇
円
＋
税
）

【
追
記
】
本
稿
は
、
科
研
費
基
盤
研
究
（
Ｂ
）「
近
世
中
国
の
募
葬
実
地
調
査
及
び
新
出
史
料
に
よ
る
家
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
新
研
究
」（
代
表
者
：
佐
々
木

愛
・
島
根
大
学
教
授
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


