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村
上
　
瑞
木
　
提
出
　
学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

　
　
『
近
世
近
代
移
行
期
の
社
会
変
容
と
水
戸
藩
奥
向
女
性
』
学
位
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
報
告

　
本
論
文
は
近
世
近
代
移
行
期
の
社
会
変
容
を
背
景
に
、
水
戸
藩
を
事
例
と
し
て
奥
向
女
性

の
権
威
的
役
割
と
政
治
的
志
向
性
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
本
論
文
は
三
部
八
章
及
び
序
章
・
終
章
・
補
論
か
ら
な
る
。

　
序
章
「
研
究
視
座
と
目
的
」
で
は
、
研
究
史
が
整
理
さ
れ
、
本
論
文
の
目
的
が
提
起
さ
れ

る
。
奥
向
女
性
の
研
究
に
お
い
て
特
徴
的
な
こ
と
は
関
係
史
料
の
少
な
さ
で
あ
る
。
近
世
に

お
い
て
最
も
残
さ
れ
て
い
る
史
料
は
公
文
書
で
あ
る
。
女
性
は
公
文
書
作
成
に
関
わ
る
頻
度

が
少
な
い
た
め
、
史
料
が
豊
富
に
残
さ
れ
て
い
な
い
。
近
年
奥
向
研
究
は
、
畑
尚
子
『
徳
川

政
権
下
の
大
奥
と
奥
女
中
』
な
ど
の
よ
う
に
、
よ
う
や
く
趣
味
的
な
段
階
を
超
克
し
、
学
問

的
と
い
っ
て
も
い
い
段
階
に
達
し
た
が
、
そ
れ
で
も
史
料
の
少
な
さ
に
起
因
す
る
欠
点
が
克
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服
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
奥
向
は
和
歌
な
ど
の
伝
統
的
な
文
芸
が
嗜
み
と
し
て
日
常
的
に
実
践
さ
れ

て
い
た
空
間
で
あ
り
、
当
然
そ
の
よ
う
な
文
芸
史
料
は
一
程
度
残
存
し
て
い
る
。
本
論
文
で

は
女
性
が
記
し
た
和
歌
や
紀
行
文
な
ど
を
史
料
と
し
て
用
い
て
奥
向
空
間
の
特
質
を
明
ら
か

に
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
他
に
は
な
い
本
論
文
独
自
の
大
き
な
特
徴
で
あ
り
、
奥
向
女

性
研
究
に
転
換
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。

　
第
一
部
「
水
戸
領
内
に
お
け
る
奥
向
活
動
」
は
、
幕
末
期
の
水
戸
藩
主
だ
っ
た
徳
川
斉
昭

を
め
ぐ
る
女
性
を
中
心
に
し
て
、
奥
向
女
性
に
よ
る
水
戸
領
内
で
の
活
動
を
中
心
に
言
及
し

た
も
の
で
あ
る
。

　
第
一
章
「
幕
末
水
戸
藩
の
奥
向
」
は
、
検
討
対
象
で
あ
る
徳
川
御
三
家
の
一
つ
水
戸
藩
の

主
に
奥
向
女
性
に
つ
い
て
、
基
本
的
な
情
報
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
特
に
当
該
期
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
九
代
藩
主
徳
川
斉
昭
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
斉
昭
は
奥
女
中
の
人
選
に
は

家
中
出
身
者
を
採
用
す
る
な
ど
の
干
渉
を
行
な
い
、
親
斉
昭
派
と
反
斉
昭
派
に
分
断
さ
れ
、

奥
向
も
複
雑
な
派
閥
構
成
に
な
っ
た
と
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
ま
た
水
戸
藩
は
宮
家
や
鷹
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司
家
な
ど
か
ら
積
極
的
に
嫁
を
取
る
慣
習
だ
っ
た
こ
と
も
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

　
第
二
章
「
徳
川
斉
昭
の
領
内
巡
見
」
は
、
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
藩
主
就
任
時
の
斉
昭

の
領
内
初
巡
見
の
様
相
を
活
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
定
府
だ
っ
た
水
戸
藩
主
に
と
っ
て
は
特

に
領
内
各
地
の
豪
農
を
訪
ね
る
こ
と
は
重
要
で
あ
っ
た
。
斉
昭
は
そ
こ
で
常
陸
国
久
慈
郡
下

高
倉
村
細
谷
家
な
ど
の
豪
農
に
対
し
て
「
御
筆
下
賜
」
な
ど
の
下
賜
儀
礼
を
行
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
か
ら
は
倹
約
や
勧
農
と
い
っ
た
当
時
の
政
策
課
題
を
読
む
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て

い
る
。

　
青
山
英
正
『
幕
末
明
治
期
の
社
会
変
容
と
詩
歌
』
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
斉
昭
と

豪
農
と
の
和
歌
の
仮
想
の
「
相
聞
」
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
れ
が
幕
末
期
の
斉
昭
擁
護
を
旨
と

し
た
「
民
衆
参
加
」
を
促
し
た
。
そ
の
よ
う
な
結
果
が
生
じ
た
の
も
、
斉
昭
の
領
内
巡
見
に

お
け
る
「
御
仁
恵
」
の
創
出
と
領
主
─
領
民
間
秩
序
の
再
認
識
に
起
因
す
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

　
第
三
章
「
外
山
氏
補
子
の
領
内
活
動
」
は
、
斉
昭
の
生
母
外
山
氏
補
子
が
第
二
章
の
斉
昭

と
同
じ
天
保
四
年
に
領
内
を
巡
見
し
、
常
陸
国
那
珂
郡
野
口
村
関
沢
家
な
ど
の
豪
農
た
ち
と
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交
流
し
た
様
相
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
近
年
将
軍
や
大
名
が
民
衆
に
そ
の
姿
を
さ
ら
す
行
為

の
意
味
を
問
う
視
覚
的
権
力
論
、「
み
え
る
権
力
論
」
が
興
隆
し
て
い
る
が
（
久
住
真
也
『
幕

末
の
将
軍
』、
椿
田
有
希
子
『
近
世
近
代
移
行
期
の
政
治
文
化
』、
岩
橋
清
美
・
吉
岡
孝
『
幕

末
期
の
八
王
子
千
人
同
心
と
長
州
征
討
』
な
ど
）、
こ
の
事
例
も
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
位

置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、歴
代
藩
主
が
与
え
た
下
賜
品
に
つ
い
て
は
、

古
道
具
屋
に
売
却
す
る
者
、
古
道
具
屋
か
ら
購
入
す
る
者
が
跡
を
絶
た
な
か
っ
た
。
こ
の
点

は
近
世
近
代
移
行
期
に
お
け
る
市
場
経
済
の
発
展
に
よ
る
社
会
変
容
が
、
領
主
権
威
に
変
質

を
迫
っ
た
事
例
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
第
二
部
の
「
奥
向
女
性
の
文
書
と
文
芸
」
は
、
水
戸
藩
家
老
安
島
帯
刀
信
立
の
二
女
安
島

氏
立
子
（
安
島
立
）
を
基
軸
に
据
え
て
、
個
々
の
奥
女
中
か
ら
文
芸
活
動
の
形
成
過
程
を
論

じ
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
四
章
「
安
島
氏
立
子
（
安
島
立
）
の
一
橋
徳
川
家
奉
公
」
は
、
安
島
氏
立
子
の
個
人
史

を
中
心
に
し
な
が
ら
、
彼
女
が
徳
川
慶
喜
の
側
女
中
（
妾
）
に
な
る
経
緯
を
追
っ
た
も
の
で

あ
る
。
彼
女
の
父
親
が
斉
昭
の
重
臣
安
島
帯
刀
で
あ
る
こ
と
が
、
彼
女
の
経
歴
に
も
大
き
な



─ 5 ─

影
響
を
与
え
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
帯
刀
は
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に
家
老
に
な

る
が
、
同
六
年
八
月
に
安
政
の
大
獄
に
連
座
し
て
切
腹
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
が

原
因
と
な
り
、
立
子
は
慶
喜
の
許
を
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
こ
の
た
め
か
立
子

と
慶
喜
の
関
係
は
後
年
に
至
る
ま
で
伏
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
本
論
文
に

よ
っ
て
初
め
て
指
摘
さ
れ
た
。
慶
喜
の
妻
妾
研
究
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
に
不
確
定
の
事
実
が

多
く
、
こ
の
指
摘
は
貴
重
な
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
第
四
章
の
後
に
は
補
論
「
別
家
安
島
家
資
料
の
編
成
と
階
層
」
が
続
く
。「
別
家
安
島
家
」

と
は
安
島
氏
立
子
を
始
祖
と
す
る
家
で
あ
る
。
奥
女
中
が
蓄
積
し
た
資
料
群
は
珍
し
く
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
学
的
に
も
貴
重
で
あ
る
。
近
世
か
ら
近
代
に
至
る
個
人
資
料
が
重
層
的
に
蓄
積
さ

れ
た
た
め
に
、
所
謂
エ
ゴ
・
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
の
性
格
も
持
っ
て
お
り
、
貴
重
な
文
書

群
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
第
五
章
「
久
米
幹
文
の
国
文
学
教
育
」
は
国
学
者
久
米
幹
文
に
よ
る
安
島
家
立
子
へ
の
和

歌
の
稽
古
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
久
米
に
よ
る
教
授
は
書
状
を
用
い
た
形
式
と
、「
浜

千
鳥
」
と
い
う
冊
子
を
用
い
た
形
式
の
二
つ
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
立
子
の
和
歌
は
国
学
者
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朝
比
奈
泰
吉
が
主
宰
す
る
歌
壇
「
篠
園
社
中
」
に
よ
る
『
類
題
衣
手
集
』
に
も
収
録
さ
れ
て

お
り
、
同
集
に
は
立
子
以
外
の
奥
向
女
性
の
名
前
も
多
く
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
国
学
者
と

の
師
弟
関
係
か
ら
、
奥
方
女
性
に
よ
る
水
戸
歌
壇
へ
の
参
加
を
明
ら
か
に
し
た
。
奥
向
女
性

の
権
威
的
役
割
と
政
治
的
志
向
性
を
理
解
す
る
鍵
は
、
文
芸
的
教
養
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の

章
で
は
そ
の
必
須
の
教
養
を
蓄
積
す
る
具
体
的
経
緯
が
描
か
れ
て
い
て
、
大
変
興
味
深
い
も

の
が
あ
る
。

　
第
三
部
「
奥
向
女
性
の
文
芸
活
動
」
で
は
、
多
様
な
活
動
を
し
た
奥
向
女
性
で
あ
る
が
、

本
論
文
に
お
い
て
最
も
重
要
な
教
養
で
あ
る
文
芸
活
動
に
絞
っ
て
論
じ
た
の
が
こ
の
部
分
で

あ
る
。

　
第
六
章
「
瑞
龍
山
参
詣
記
に
み
る
執
筆
意
図
」
は
、
徳
川
斉
昭
妾
で
あ
る
仁
科
氏
睦
子
が

斉
昭
没
後
の
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
に
執
筆
し
た
水
戸
徳
川
家
墓
所
参
詣
記
『
は
る
の
山

ふ
み
』
を
用
い
て
、
紀
行
文
に
お
け
る
領
内
の
表
現
形
式
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
幕
末

の
水
戸
藩
の
内
乱
で
あ
る
天
狗
党
の
乱
に
よ
る
領
内
意
識
の
混
乱
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
第
五
章
に
関
連
し
、
奥
方
女
性
に
よ
り
執
筆
さ
れ
た
紀
行
文
が
「
奥
方
女
性
─
国
学
者
」
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の
間
で
筆
写
さ
れ
、
伝
播
し
た
例
も
み
ら
れ
、
藩
内
に
お
け
る
文
雅
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存
在

も
指
摘
し
て
い
る
。

　
第
七
章
「
水
戸
領
内
に
お
け
る
徳
川
斉
昭
の
名
所
創
出
」
は
、
斉
昭
は
偕
楽
園
を
理
想
的

な
名
所
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
造
園
し
た
と
い
う
理
解
の
下
、
同
じ
く
斉
昭
が
設
定
し
た
「
水
戸

八
景
」
や
歴
代
藩
主
が
設
け
た
名
所
と
の
関
連
を
論
じ
た
。
ま
た
偕
楽
園
内
に
設
け
ら
れ
た

好
文
亭
の
奥
殿
の
装
飾
性
に
つ
い
て
、奥
向
女
性
と
の
関
連
が
深
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
第
八
章
「
水
戸
偕
楽
園
に
お
け
る
奥
向
の
活
動
」
は
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
安
島

氏
立
子
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
「
好
文
亭
日
記
」
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
斉
昭
が
創
っ
た

名
所
イ
メ
ー
ジ
は
そ
の
正
室
吉
子
女
王
が
継
承
し
、「
理
世
撫
民
」
の
志
を
展
開
す
る
場
に

な
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
時
期
は
す
で
に
版
籍
奉
還
も
実
施
さ
れ
、
廃
藩

置
県
の
二
年
前
で
あ
る
。
最
終
段
階
に
お
け
る
藩
主
と
奥
向
女
性
の
意
識
を
知
る
こ
と
が
で

き
て
貴
重
と
い
え
よ
う
。

　
終
章
で
は
本
論
文
が
ま
と
め
ら
れ
、「
近
世
後
期
以
降
に
は
領
内
に
お
け
る
藩
主
夫
人
ら

の
存
在
が
内
々
の
扱
い
か
ら
藩
主
権
威
を
補
弼
す
る
存
在
に
変
容
し
、
彼
女
た
ち
が
領
内
を
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巡
っ
て
領
民
と
直
接
的
な
関
係
を
構
築
し
て
、
視
覚
・
身
体
を
用
い
た
現
実
的
な
作
用
に
よ

り
領
民
の
安
寧
を
図
る
存
在
に
な
っ
て
い
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　
本
論
文
は
近
世
近
代
移
行
期
の
水
戸
藩
の
奥
向
女
性
を
検
討
対
象
に
、
主
に
文
芸
資
料
を

用
い
て
そ
の
本
質
に
肉
薄
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
水
戸
藩
の
研
究
は
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
、
非
常
に
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
は
さ
ほ
ど

と
は
い
え
な
い
。
薩
摩
・
長
州
藩
に
関
す
る
研
究
が
相
変
わ
ら
ず
量
産
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

比
べ
れ
ば
寥
々
た
る
も
の
が
あ
る
。

　
こ
れ
は
一
つ
に
は
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
の
天
狗
党
の
乱
以
降
は
ひ
た
す
ら
内
部
抗
争

に
明
け
暮
れ
、
展
望
が
見
い
だ
せ
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
近
世
近

代
移
行
期
に
お
け
る
水
戸
藩
の
動
向
が
、
す
べ
て
否
定
さ
れ
る
も
の
ば
か
り
と
は
い
え
な
い

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
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研
究
史
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
奥
向
女
性
の
研
究
に
お
い
て
、
最
も
障
碍
に
な
る

も
の
は
関
係
史
料
の
少
な
さ
で
あ
る
。
通
常
歴
史
学
で
い
う
所
謂
史
料
は
古
文
書
で
あ
り
、

文
芸
資
料
は
除
外
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
翻
っ
て
い
え
ば
文
芸
資
料
を
使
用
す
れ
ば
当

該
研
究
の
史
料
不
足
は
、
幾
ば
く
か
は
解
消
さ
れ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
本
論
文
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
消
極
的
理
由
で
文
芸
資
料
が
注
目
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
文
芸
資
料
が
注
目
さ
れ
る
の
は
奥
向
女
性
の
歴
史
的
位
置
づ
け
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
本
質
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
当
該
時
期
に
お
い
て
は
経
済
外
強
制
に
よ
る
暴
力
的
支
配
は
も
と
よ
り
、「
百
姓
成
立
」

に
基
づ
く
支
配
の
正
統
性
さ
え
過
去
の
も
の
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
の

支
配
に
お
い
て
は
、
理
想
的
な
統
治
空
間
を
概
念
的
に
構
築
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
わ
か
り
や

す
く
表
現
し
、
多
く
の
人
々
に
参
加
し
て
も
ら
う
こ
と
が
政
治
実
践
上
重
要
で
あ
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
状
況
を
理
解
す
る
と
本
論
文
の
理
解
に
資
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
理
想
的
な
統
治
空
間
を
表
現
す
る
方
法
と
し
て
は
漢
文
学
理
解
に
基
づ
く
儒
学
的
な
表
現

も
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
当
該
時
期
に
お
い
て
は
和
歌
な
ど
を
用
い
た
国
学
的
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な
方
法
も
ま
た
可
能
で
あ
っ
た
。
現
実
的
に
は
奥
向
女
性
の
場
合
は
後
者
の
方
が
親
和
性
が

高
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
和
歌
に
よ
る
政
治
と
い
え
ば
、
遡
れ
ば
『
古
今
和
歌
集
』
真
名
序
の
「
理
世
撫
民
」
に
ま

で
行
き
着
こ
う
（「
理
世
撫
民
」
に
つ
い
て
は
、
吉
岡
孝
「
吉
宗
政
権
に
お
け
る
古
式
復
興

と
儀
礼
」『
国
史
学
』
第
二
〇
〇
号
、
二
〇
一
〇
年
）。
ま
た
江
戸
時
代
に
お
い
て
も
享
保
期

の
復
古
政
策
は
無
視
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
本
論
文
の
場
合
直
接
関
係
す
る
の
は
一
八

世
紀
末
期
に
松
平
定
信
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
大
政
委
任
論
の
採
用
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
以
降
、
江
戸
に
お
い
て
も
盛
ん
に
宮
廷
儀
礼
が
移
入
さ
れ
、
天
皇
家
や
公
家
か
ら
配

偶
者
を
も
ら
う
藩
も
増
加
し
た
。
水
戸
藩
は
そ
の
典
型
的
な
藩
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
朝
廷

が
自
家
薬
籠
中
の
も
の
に
し
て
い
た
和
歌
に
よ
っ
て
、
大
名
の
理
想
的
な
統
治
空
間
を
描
い

て
み
せ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
自
然
な
こ
と
と
い
う
他
は
な
い
。

　
そ
の
た
め
の
タ
レ
ン
ト
が
正
室
、
側
室
、
奥
女
中
な
ど
の
奥
向
女
性
で
あ
っ
た
。
彼
女
た

ち
は
言
葉
を
変
え
て
言
え
ば
一
種
の
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
と
し
て
、
和
歌
や
紀
行
文
を
通
じ
て

統
治
空
間
を
さ
ま
ざ
ま
に
理
想
化
し
て
い
っ
た
。
ま
た
藩
主
や
藩
主
夫
人
に
付
随
し
て
領
内
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を
巡
見
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
を
行
な
い
、
領
内
空
間
を
荘
厳
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
当
時
多
く
の
藩
で
推
し
進
め
ら
れ
て
い
た
「
国
史
」、
領
域
史
の
編
纂
と
も
無
縁
で

は
な
い
。
こ
の
点
は
岩
橋
清
美
『
近
世
日
本
の
歴
史
意
識
と
情
報
空
間
』、
錦
仁
『
な
ぜ
和

歌
を
詠
む
の
か
　
菅
江
真
澄
の
旅
と
地
誌
』
が
参
考
に
な
ろ
う
。
奥
向
女
性
が
斉
昭
な
ど
と

随
伴
し
て
行
な
っ
た
領
内
の
名
所
化
も
理
想
的
な
統
治
空
間
に
住
ま
う
理
想
的
な
領
民
の
イ

メ
ー
ジ
を
形
成
す
る
こ
と
に
与
っ
て
力
が
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
で
き
る
限
り
多
く
の
人
に
そ
の
理
想
を
示
し
、
で
き
れ
ば
そ
こ
に
参
加
さ
せ
る
こ

と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
前
述
し
た
通
り
豪
農
の
一
部
は
斉
昭
と
仮
想
の
「
相
聞
」
さ
え
交
わ

し
、
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
直
接
利
害
関
係
が
な
い
桜
田
門
外
の
変
に
、
彼
等
は
参
加
す
る
と

研
究
史
は
指
摘
し
て
い
る
。
理
想
的
統
治
空
間
を
構
成
し
、
そ
れ
を
広
め
る
こ
と
は
大
き
な

政
治
的
力
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
、
本
論
文
の
注
目
す
べ
き
点
を
三
点
掲
げ
よ
う
。

　
一
点
目
は
第
一
章
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
水
戸
藩
は
宮
家
か
ら
正
室
を
取
る
な
ど

藩
主
一
族
は
複
雑
な
人
間
関
係
を
構
築
し
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
へ
の
対
応
は
も
と
よ
り
、
藩
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士
や
領
民
統
治
の
必
要
性
か
ら
、
視
覚
的
権
力
論
に
基
づ
く
統
治
が
有
力
だ
っ
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
当
該
期
の
統
治
シ
ス
テ
ム
は
地
域
社
会
の
成
熟
を
受
け
て
複
雑

に
な
っ
て
お
り
、
統
治
者
に
は
複
雑
化
し
た
シ
ス
テ
ム
を
統
御
す
る
、
そ
れ
ま
で
に
な
か
っ

た
能
力
が
要
求
さ
れ
た
。
そ
の
折
に
は
文
芸
な
ど
の
個
人
的
な
資
質
が
強
く
求
め
ら
れ
た
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
二
点
目
と
し
て
水
戸
藩
奥
向
女
性
は
、
第
三
章
、
第
六
章
、
第
八
章
で
触
れ
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
領
内
の
安
定
と
領
民
の
喜
び
を
表
現
し
た
。
そ
の
素
地
と
し
て
文
芸
を
修
得
し
、

文
芸
共
同
体
の
理
想
で
あ
る
平
和
な
空
間
を
つ
く
り
、
そ
れ
に
参
加
さ
せ
、
統
治
の
正
統
性

を
示
す
役
割
を
果
た
し
た
。
彼
女
た
ち
の
役
割
は
、
第
二
章
、
第
七
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

藩
主
の
役
割
と
呼
応
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
近
年
の
ジ
ャ
ン
ダ
ー
史
は
男
女
間
の
関
係
史
と

い
う
相
貌
を
呈
し
て
き
て
い
る
が
、
性
差
に
基
づ
く
個
別
的
な
役
割
で
は
な
く
、
社
会
全
体

の
な
か
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
ど
の
よ
う
に
位
置
付
く
か
を
考
察
し
て
い
る
の
は
、
研
究
史
の
動

向
に
即
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
三
点
目
と
し
て
和
歌
に
よ
る
心
意
統
治
論
は
研
究
史
上
も
存
在
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
和
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歌
と
い
う
制
度
を
統
治
者
が
い
か
に
利
用
し
た
の
か
と
い
っ
た
外
在
的
な
視
点
か
ら
行
論
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
そ
れ
で
意
義
深
い
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
こ
こ
で
は

奥
向
女
性
に
内
在
し
た
観
点
か
ら
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
斬
新
と
い
え
る
。
つ
ま
り
第
四

章
、
第
五
章
、
補
章
が
典
型
的
で
あ
る
が
、
視
点
を
外
在
か
ら
内
在
へ
と
転
換
さ
せ
て
い
る
。

歴
史
学
で
は
近
年
感
情
史
な
ど
が
提
起
さ
れ
、
内
在
的
視
点
を
い
か
に
取
り
込
む
か
が
課
題

に
な
っ
て
い
る
が
、
本
論
文
は
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
で

あ
ろ
う
。

　
他
方
、
本
論
文
に
は
残
さ
れ
た
課
題
も
多
い
。
第
一
に
和
歌
の
教
授
に
関
す
る
点
は
国
文

学
研
究
に
お
い
て
長
い
間
の
蓄
積
が
あ
る
分
野
で
あ
る
（
例
え
ば
久
保
田
啓
一
『
近
世
冷
泉

派
歌
壇
の
研
究
』
な
ど
）。
そ
れ
を
的
確
に
摂
取
し
て
歴
史
史
料
と
し
て
再
定
義
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
朝
一
夕
で
は
完
遂
で
き
な
い
。
本
論
文
に
お
い
て
は

こ
の
点
が
見
劣
り
し
て
お
り
、
奥
向
女
性
に
内
在
的
な
感
情
史
的
展
開
に
は
限
界
が
生
じ
て

い
る
。
こ
れ
は
先
述
し
た
内
在
的
な
視
点
か
ら
歴
史
を
位
置
づ
け
る
上
で
は
絶
対
に
欠
か
せ

な
い
行
為
で
あ
り
、
一
層
の
研
鑽
が
望
ま
れ
る
次
第
で
あ
る
。
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ま
た
も
う
一
点
あ
げ
る
と
、
奥
向
女
性
の
研
究
は
従
来
は
女
性
史
の
分
野
で
業
績
が
育
ま

れ
た
分
野
で
あ
る
。
つ
ま
り
良
く
も
悪
く
も
女
性
性
の
な
か
に
完
結
さ
れ
て
い
た
分
野
と
い

え
る
。
し
か
し
先
述
の
論
旨
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
安
島
氏
立
子
や
外
山
氏
補
子
・
吉

子
女
王
の
行
な
っ
た
活
動
は
、も
ち
ろ
ん
彼
女
た
ち
の
個
性
は
重
要
で
あ
る
が
、藩
主
で
あ
っ

た
徳
川
斉
昭
を
無
視
し
て
は
位
置
づ
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
女
た
ち
が
斉
昭
に

一
方
的
に
従
属
し
て
い
た
と
い
い
た
い
の
で
は
な
い
。
斉
昭
も
シ
ス
テ
ム
の
一
環
な
ら
ば
彼

女
た
ち
も
シ
ス
テ
ム
の
一
環
で
あ
る
。
つ
ま
り
相
互
規
定
性
は
無
視
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う

な
観
点
が
本
論
文
に
お
い
て
や
や
希
薄
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
課
題
は
、
本
質
的
に
は
な
い
も
の
ね
だ
り
な
の
で
あ
っ
て
、

今
後
の
研
究
の
進
展
の
な
か
で
解
決
す
べ
き
課
題
で
あ
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で

重
要
な
の
は
、
本
論
文
が
近
世
近
代
移
行
期
に
お
け
る
社
会
変
容
を
背
景
と
し
て
、
水
戸
藩

の
奥
向
女
性
が
果
た
し
た
役
割
を
明
ら
か
に
し
、
当
該
分
野
の
研
究
を
進
展
さ
せ
た
こ
と
が

確
実
で
あ
る
点
で
あ
る
。
よ
っ
て
本
論
文
の
執
筆
者
で
あ
る
村
上
瑞
木
は
、博
士
（
歴
史
学
）

の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
資
格
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
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