
は
じ
め
に

︱
法
史
学
は
実
践
的
な
学
問
で
あ
る
︱

法
史
学
を
学
ぶ
意
味

法
学
部
に
入
学
し
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
眺
め
て
み
る
と
︑
憲
法
・
民
法
・
刑
法
と
い
っ
た
法
律
専
門
科
目

が
び
っ
し
り
と
並
ん
で
い
る
︒
法
学
部
生
で
︑
こ
う
し
た
基
本
六
法
を
中
心
と
し
た
現
行
法
を
学
ば
な
い
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
け
れ

ど
︑
在
学
中
に
﹁
法
制
史
﹂︵
あ
る
い
は
﹁
法
史
学
﹂︶
を
履
修
し
な
い
で
卒
業
し
て
い
く
学
生
は
少
な
く
な
い
︒
そ
も
そ
も
︑
著
名
な
大

学
の
法
学
部
で
︑﹁
法
制
史
﹂
を
設
置
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
さ
え
あ
る
︒
法
制
史
は
︑
一
般
的
に
︑﹁
過
去
の
法
的
制
度
︑
慣
行
及
び
法

観
念
︑
法
思
想
を
探
究
す
る
学
問
﹂
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
︑
所
詮
は
教
養
的
・
趣
味
的
な
科
目
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
︑
実

務
法
曹
や
公
務
員
あ
る
い
は
企
業
人
を
め
ざ
し
て
︑
現
行
法
︵
と
く
に
法
文
解
釈
︶
の
勉
強
に
打
ち
込
む
学
生
に
と
っ
て
は
︑
履
修
す
る

意
味
の
な
い
科
目
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
法
制
史
は
︑
本
当
に
︑
現
行
法
の
勉
強
と
は
無
関
係
で
︑
学
ぶ

価
値
の
な
い
科
目
な
の
だ
ろ
う
か
︒

ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
だ
け
れ
ど
︑
す
べ
て
の
社
会
現
象
と
同
じ
よ
う
に
︑
法
も
ま
た
歴
史
的
に
生
成
し
て
き
た
も
の
な
の
だ
か

ら
︑
論
理
的
な
解
釈
だ
け
で
は
事
足
り
ず
︑
歴
史
的
に
考
察
し
な
け
れ
ば
︑
法
の
意
味
は
充
分
に
理
解
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
法
制

史
は
︑
歴
史
学
と
法
学
と
い
う
二
つ
の
学
問
分
野
に
ま
た
が
る
科
目
で
あ
り
︑
法
学
部
で
教
え
ら
れ
る
の
は
︑
主
と
し
て
︑
法
学
の
一

分
野
と
し
て
の
法
制
史
な
の
だ
が
︑
そ
れ
で
は
︑
法
学
の
一
分
野
と
し
て
の
法
制
史
の
目
的
と
は
何
な
の
か
︒
ド
イ
ツ
の
著
名
な
法
制

史
学
者
Ｈ
・
ミ
ッ
タ
イ
ス
︵
M
itte
is︶
は
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る(1
)︒

法
史
学
は
伝
統
的
に
法
学
研
究
の
入
門
に
あ
た
っ
て
学
ば
れ
る
と
い
う
地
位
を
主
張
し
て
き
た
︒
す
な
わ
ち
法
史
学
は
︑
現
行
法
の
複
雑
な
体
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系
が
︑
そ
の
最
も
単
純
な
基
本
要
素
か
ら
成
立
し
て
き
た
過
程
を
跡
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
現
行
法
へ
の
入
門
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
︒

⁝
⁝
そ
れ
は
法
を
︑
存
在
し
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
︑
生
成
し
た
も
の
と
し
て
︑
生
き
た
発
展
の
流
れ
の
中
に
示
し
て
く
れ
る
︒
⁝
⁝
歴
史
的

経
験
は
お
よ
そ
健
全
な
法
律
政
策
の
基
礎
で
あ
り
︑
こ
の
経
験
か
ら
裁
判
官
や
立
法
者
は
い
ろ
い
ろ
な
刺
激
を
汲
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
︒
か
く

て
︑
法
制
史
は
︑
現
在
を
明
ら
か
に
し
未
来
の
た
め
に
つ
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
歴
史
法
学
と
な
る
の
で
あ
る
︒
歴
史
的
教
養
を
も
っ
た
法
律
家

は
︑
決
し
て
民
衆
や
生
活
か
ら
遊
離
し
た
ド
グ
マ
テ
ィ
カ
ー
と
な
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
法
史
学
は
ひ
と
び
と
を
慣
用
語
の
強
制
か
ら
解
放

す
る
︒
そ
れ
は
︑
法
が
︑
盲
目
的
な
自
然
因
果
性
か
ら
の
解
放
と
い
う
点
で
︑
常
に
人
間
を
援
け
て
き
た
こ
と
も
明
ら
か
に
す
る
︒
か
く
し
て
法

史
学
は
一
つ
の
自
由
学

F
re
ih
e
itle
h
re
で
あ
る
︒

法
学
の
一
分
野
と
し
て
の
法
制
史
は
︑
ま
ず
現
行
法
の
生
成
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
︑
現
行
法
へ
の
入
門
的
な
役
割
を
果
た

す
が
︑
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
現
行
法
を
歴
史
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
現
行
法
を
相
対
化
し
︑
我
々
を
︑
現
行
法
の
﹁
慣
用
語
の

強
制
か
ら
解
放
﹂
し
︑﹁
民
衆
や
生
活
か
ら
遊
離
し
た
ド
グ
マ
テ
ィ
カ
ー
﹂
に
な
ら
な
い
よ
う
に
導
い
て
く
れ
る
と
ミ
ッ
タ
イ
ス
は
言

う
︒
ミ
ッ
タ
イ
ス
が
こ
の
よ
う
な
主
張
を
し
た
背
景
に
は
︑
ナ
チ
ス
の
暴
虐
非
道
に
積
極
的
に
与
し
︑
あ
る
い
は
抵
抗
し
え
な
か
っ
た

戦
前
戦
中
期
の
ド
イ
ツ
法
学
に
対
す
る
真
摯
な
反
省
が
あ
る
︒
法
制
史
こ
そ
が
︑
実
証
主
義
的
硬
直
化
か
ら
法
学
を
守
り
︑
法
学
的
ド

グ
マ
へ
の
信
仰
や
誤
っ
た
一
般
化
に
陥
る
危
険
か
ら
我
々
を
解
放
し
て
く
れ
る
自
由
な
学
問
な
の
で
あ
る(2
)︒

イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
学
者
Ｊ
・
Ｈ
・
プ
ラ
ム
︵
p
lu
m
b
︶
も
ま
た
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
シ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
で
の
講
演
の
中
で
﹁
過
去

は
︑
権
威
を
正
当
化
し
た
り
︑
体
制
側
の
道
徳
を
是
認
す
る
た
め
に
は
使
用
さ
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
︒
た
だ
人
間
精
神
の
諸
特
性
を
賛

美
す
る
べ
く
過
去
は
使
用
さ
れ
る
べ
き
で
す(3
)﹂
と
強
く
警
告
を
発
し
て
い
る
︒

し
か
し
︑
現
実
は
ど
う
だ
ろ
う
︒
現
在
を
正
当
化
す
る
﹁
過
去
﹂
が
歴
史
の
名
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
例
は
︑
我
々
の
周
辺
の
至

る
所
に
溢
れ
て
い
る
︒
と
く
に
法
は
︑
権
力
に
よ
る
強
制
力
を
持
つ
だ
け
に
︑﹁
過
去
﹂
に
正
当
性
の
根
拠
を
求
め
が
ち
で
あ
る
︒
法
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制
史
は
︑
政
治
家
な
ど
法
に
か
か
わ
る
人
々
の
誤
っ
た
﹁
過
去
﹂
を
見
定
め
︑
正
し
い
法
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

法
の
現
在
と
未
来
の
た
め
に
貢
献
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
も
ち
ろ
ん
︑
人
間
の
歴
史
認
識
は
い
か
に
努
力
し
て
も
認
識
主
体
の
時
代

制
約
を
大
な
り
小
な
り
蒙
ら
ざ
る
を
得
な
い
し
︑
歴
史
は
現
在
と
過
去
の
対
話
で
あ
る
か
ら
︑
歴
史
は
時
代
の
進
展
と
と
も
に
書
き
換

え
ら
れ
る
︒
こ
の
点
は
︑
法
制
史
も
ま
た
同
じ
で
あ
り
︑
法
制
史
を
学
ぶ
上
で
最
大
限
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
で
あ
る
が
︑

と
も
あ
れ
︑
歴
史
の
名
の
も
と
に
︑
安
易
な
誤
解
で
あ
っ
た
り
︑
あ
る
い
は
明
確
な
政
治
的
意
図
を
も
っ
て
︑
根
拠
の
な
い
法
規
範
が

﹁
創
造
﹂︵
捏
造
︶
さ
れ
よ
う
と
す
る
と
き
︑
法
制
史
は
︑
そ
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
こ
と
が
で
き
る
︑
ほ
と
ん
ど
唯
一
無
二
の
武
器
と

な
る
の
で
あ
る
︒

法
制
史
の
学
習
が
︑
現
行
法
を
理
解
す
る
う
え
で
必
要
不
可
欠
な
こ
と
を
︑
少
し
分
か
っ
て
も
ら
え
た
だ
ろ
う
か
︒

｢

家
﹂
制
度
を
批
判
し
た
法
制
史
家
が
い
た

明
治
三
一
︵
一
八
九
八
︶
年
に
制
定
さ
れ
た
︑
い
わ
ゆ
る
明
治
民
法
が
︑
家
父
長
制

的
な
戸
主
権
と
家
督
相
続
の
制
度
を
︑
我
が
国
に
固
有
の
伝
統
的
な
淳
風
美
俗
と
し
て
規
定
し
て
い
た
こ
と
は
︑
知
っ
て
い
る
だ
ろ

う
︒
こ
の
明
治
民
法
の
家
族
法
制
を
︑
歴
史
的
に
根
拠
の
な
い
﹁
前
古
無
類
の
新
制
度
﹂
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
し
た
の
が
︑
日
本
法
制

史
を
近
代
的
科
学
・
学
問
と
し
て
確
立
し
た
中
田
薫
で
あ
っ
た(4
)︒

今
日
の
民
法
﹇
明
治
民
法
の
こ
と
･
･
･村
上
﹈
は
︑
家
族
居
住
の
指
定
︑
婚
姻
の
承
諾
︑
離
籍
の
言
渡
し
等
三
︑
四
の
軽
微
な
る
権
利
を
掲
げ

て
︑
こ
れ
を
戸
主
権
と
名
づ
け
︑
戸
主
権
と
戸
主
の
財
産
権
と
の
相
続
を
称
し
て
︑
家
督
相
続
と
い
う
︑
前
古
無
類
の
新
制
度
と
い
う
べ
し
︒

︵
中
略
︶

封
建
制
破
壊
後
の
新
時
代
に
編
纂
し
た
る
我
が
民
法
は
︑
須
く
千
五
百
有
余
年
の
久
し
き
に
わ
た
っ
て
︑
普
通
法
の
原
則
た
り
し
分
割
主
義
を

以
て
︑
財
産
相
続
の
根
本
原
則
と
な
す
べ
か
り
し
な
り
︑
し
か
も
い
わ
ゆ
る
家
督
相
続
な
る
も
の
を
創
定
し
て
︑
封
建
時
代
に
お
け
る
家
禄
家
封
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の
相
続
原
則
を
︑
家
禄
家
封
の
停
廃
さ
れ
た
る
今
日
に
適
用
せ
ん
と
す
︑
歴
史
を
無
視
し
た
る
の
立
法
と
い
う
べ
し
︒

有
史
以
来
の
日
本
の
淳
風
美
俗
と
喧
伝
さ
れ
︑
多
く
の
人
々
が
そ
れ
に
異
議
を
唱
え
な
か
っ
た
明
治
民
法
の
﹁
家
﹂
制
度
︑
す
な
わ

ち
戸
主
権
と
家
督
相
続
の
制
度
を
︑
中
田
は
︑
歴
史
を
無
視
し
た
立
法
だ
と
完
膚
な
き
ま
で
に
叩
い
た
の
で
あ
る
︒

明
治
民
法
は
︑
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
が
起
草
し
た
所
謂
旧
民
法
が
法
典
論
争
を
経
て
改
編
さ
れ
た
も
の
だ
が
︑
旧
民
法
を
施
行
延
期
に
追

い
込
む
の
に
最
も
影
響
力
を
も
っ
た
論
文
と
し
て
︑
穂
積
八
束
﹁
民
法
出
テ
ヽ
忠
孝
亡
フ
﹂
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
中
田
の
批
判
の
矛
先

は
︑
当
然
に
︑
八
束
論
文
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る(5
)︒

学
者
あ
る
い
は
我
が
国
に
お
け
る
相
続
の
根
本
観
念
も
︑
ま
た
祭
祀
相
続
の
思
想
な
り
と
説
く
も
の
あ
り
︒
こ
れ
儒
教
思
想
に
捕
わ
れ
た
る
の

偏
見
に
あ
ら
ざ
れ
ば
︑
イ
ン
ド
・
ゼ
﹇
ゲ
﹈
ル
マ
ン
法
の
幻
影
に
迷
え
る
謬
論
に
し
て
︑
我
が
国
民
特
有
の
心
理
を
誤
解
し
︑
我
が
固
有
法
の
歴

史
を
無
視
し
た
る
の
説
と
い
う
べ
し
︒

我
が
国
は
古
来
よ
り
祖
先
祭
祀
・
祖
先
教
の
国
で
︑
西
欧
古
代
の
ロ
ー
マ
・
ギ
リ
シ
ャ
の
家
制
と
酷
似
し
て
い
る
と
説
き
︑
権
利
本

位
の
キ
リ
ス
ト
教
的
個
人
主
義
に
基
づ
い
た
西
欧
近
代
法
を
根
本
的
に
否
定
し
た
八
束
学
説
を
︑
中
田
は
︑﹁
我
が
固
有
法
の
歴
史
を

無
視
﹂
し
た
﹁
謬
論
﹂
と
切
り
捨
て
た
の
で
あ
る
︒

中
田
は
︑
ま
た
︑
大
正
七
︵
一
九
一
八
︶
年
五
月
二
四
日
の
大
審
院
第
一
民
事
部
判
決
が
︑﹁
明
治
五
年
太
政
官
布
告
第
五
十
号
ヲ
以

テ
︑
地
所
ノ
永
代
売
買
ノ
禁
ヲ
解
キ
其
売
買
所
持
ヲ
許
シ
タ
ル
ハ
︑
土
地
ハ
国
ノ
所
有
ニ
シ
テ
人
民
ハ
土
地
ノ
所
有
権
ヲ
有
セ
ス
唯
其

使
用
収
益
権
ヲ
有
ス
ル
ニ
過
ギ
ザ
リ
シ
ヲ
改
メ
︑
人
民
ニ
土
地
ノ
所
有
権
ヲ
付
与
シ
︑
従
来
有
シ
タ
ル
其
使
用
収
益
権
ヲ
以
テ
所
有
権

ト
為
シ
タ
ル
旨
趣
ナ
リ
ト
ス
﹂
と
判
示
し
た
の
に
対
し
て
︑﹁
徳
川
時
代
に
お
け
る
土
地
私
有
権
﹂
と
題
す
る
論
文
を
発
表
し
て
︑
徳
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川
時
代
に
は
土
地
の
永
代
売
買
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
か
ら
︑
土
地
は
私
人
の
所
有
に
属
さ
な
か
っ
た
と
い
う
説
が
﹁
今
日
尚
一
部
法
曹

家
の
間
に
行
は
る
ゝ
は
︑
予
の
甚
遺
憾
と
す
る
所
な
り
﹂
と
慨
歎
し
︑
江
戸
時
代
に
お
け
る
農
民
の
土
地
所
持
権
が
い
か
に
生
活
に
根

差
し
た
強
力
な
権
利
で
あ
っ
た
か
を
論
証
す
る
こ
と
で
︑
明
治
期
に
入
っ
て
祖
先
伝
来
の
土
地
に
対
す
る
物
権
的
権
利
を
収
奪
さ
れ
た

人
々
が
そ
の
権
利
を
回
復
す
る
た
め
の
有
力
な
論
拠
を
提
供
し
た(6
)︒

大
審
院
が
如
何
な
る
歴
史
的
及
法
律
的
根
拠
に
基
づ
き
て
此
の
如
き
断
案
を
下
せ
る
や
は
右
判
決
の
理
由
中
に
何
等
の
記
述
無
き
が
為
め
之
を

詳
に
す
る
こ
と
能
は
ず
と
雖
︑
恐
ら
く
従
来
一
部
法
律
家
の
間
に
屡
々
繰
返
さ
れ
た
る
も
の
と
同
じ
く
︑
徳
川
時
代
に
は
土
地
は
永
代
売
買
を
許

さ
れ
ざ
り
し
が
故
に
︑
之
が
所
有
を
認
む
る
こ
と
能
は
ず
と
の
︑
極
め
て
簡
単
な
論
理
に
基
づ
く
も
の
な
ら
ん
︒
果
し
て
然
ら
ん
に
は
之
を
歴
史

的
事
実
に
徴
す
る
も
︑
又
之
を
純
然
た
る
法
理
に
照
し
て
考
ふ
る
も
︑
全
然
誤
謬
な
り
と
云
ふ
べ
し
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
中
田
は
︑
明
治
民
法
が
我
が
国
に
固
有
の
伝
統
的
な
淳
風
美
俗
と
し
て
規
定
し
︑
大
審
院
判
決
が
自
明
の
理
と
し

て
疑
わ
な
か
っ
た
﹁
過
去
﹂
が
︑
歴
史
的
に
根
拠
の
な
い
誤
謬
で
あ
る
と
喝
破
し
た
︒
中
田
は
︑
法
制
史
の
使
命
で
あ
る
︑
ミ
ッ
タ
イ

ス
の
言
う
︑
人
々
を
現
行
法
の
﹁
慣
用
語
の
強
制
か
ら
解
放
﹂
し
︑﹁
民
衆
や
生
活
か
ら
遊
離
し
た
ド
グ
マ
テ
ィ
カ
ー
﹂
に
な
ら
な
い

よ
う
導
き
︑
実
証
主
義
的
硬
直
化
か
ら
法
学
を
救
う
役
割
を
果
た
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒

夫
婦
別
姓
に
つ
い
て

中
田
薫
が
活
躍
し
た
の
は
︑
今
か
ら
百
年
ほ
ど
前
の
大
正
期
の
こ
と
だ
か
ら
︑
明
治
民
法
の
﹁
家
﹂
制
度

や
近
代
的
な
絶
対
的
土
地
所
有
権
に
対
し
て
︑
法
制
史
か
ら
批
判
し
た
と
言
っ
て
も
︑
学
部
生
の
皆
さ
ん
に
は
︑
今
一
つ
ピ
ン
と
こ
な

い
か
も
知
れ
な
い
︒
比
較
的
身
近
な
最
近
の
問
題
を
一
つ
取
り
上
げ
て
︑
法
制
史
の
観
点
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
︒
夫
婦
別
姓
の
問
題

は
︑
ど
う
だ
ろ
う
︒

v
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現
行
民
法
第
七
五
〇
条
は
﹁
夫
婦
は
︑
婚
姻
の
際
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
︑
夫
又
は
妻
の
氏
を
称
す
る
﹂
と
規
定
し
︑
夫
婦
同
姓

︵
ま
た
は
夫
婦
同
氏
︶
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
︒
実
際
社
会
で
は
︑
夫
の
氏
を
称
す
る
場
合
が
圧
倒
的
で
あ
り
︑
種
々
の
理
由
か
ら
婚
姻

後
も
従
来
の
氏
を
名
乗
り
続
け
た
い
男
女
︵
多
く
の
場
合
は
妻
で
あ
る
︶
は
︑
⑴
戸
籍
上
は
同
姓
と
し
て
婚
姻
届
を
提
出
し
た
う
え
で
︑

婚
姻
前
の
姓
を
﹁
通
称
﹂
と
し
て
使
用
す
る
か
︑
⑵
入
籍
せ
ず
に
事
実
婚
に
入
り
︑
別
姓
を
維
持
す
る
な
ど
し
て
︑
夫
婦
別
姓
を
実
践

し
て
い
る
︒
既
に
二
〇
年
以
上
前
の
平
成
八
︵
一
九
九
六
︶
年
︑
法
務
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
法
制
審
議
会
は
︑
希
望
す
る
夫
婦
は

そ
れ
ぞ
れ
の
姓
を
変
え
る
こ
と
な
く
婚
姻
で
き
る
と
す
る
﹁
選
択
的
夫
婦
別
姓
﹂
を
盛
り
込
ん
だ
民
法
改
正
案
を
答
申
し
た
の
だ
が
︑

未
だ
に
国
会
に
提
出
さ
れ
ず
︑
法
律
上
の
夫
婦
別
姓
を
求
め
る
運
動
が
続
い
て
い
る
︒
最
近
の
新
聞
紙
上
で
も
︑
夫
婦
が
別
姓
を
選
べ

る
法
的
仕
組
み
が
な
い
の
は
︑
法
の
下
の
平
等
を
保
障
し
た
憲
法
に
反
す
る
と
し
て
︑
東
京
都
と
広
島
市
の
事
実
婚
の
男
女
四
組
が
︑

東
京
と
広
島
の
家
庭
裁
判
所
に
対
し
て
︑
婚
姻
後
の
氏
を
﹁
夫
と
妻
の
両
方
﹂
と
す
る
婚
姻
届
の
受
理
を
命
じ
る
審
判
を
求
め
る
申
立

て
を
行
い
︑
今
後
は
︑
国
と
自
治
体
に
損
害
賠
償
を
求
め
る
訴
え
も
準
備
し
て
い
る
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
︒

夫
婦
別
姓
に
対
し
て
は
反
対
論
も
根
強
く
あ
り
︑
主
に
︑
①
家
族
や
親
族
間
の
絆
・
一
体
感
が
弱
ま
る
︑
②
子
供
に
悪
影
響
を
及
ぼ

す
︑
③
祖
先
祭
祀
な
ど
我
が
国
の
伝
統
文
化
に
反
す
る
︑
な
ど
が
理
由
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
反
対
理
由
の
う
ち
︑
と
く

に
︑
我
が
国
の
伝
統
文
化
に
反
す
る
と
い
う
理
由
に
つ
い
て
は
︑
法
制
史
の
観
点
か
ら
検
証
で
き
そ
う
で
あ
る
︒

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
拠
り
な
が
ら
︑
我
が
国
に
お
け
る
妻
の
氏
の
変
遷
を
大
ま
か
に
辿
っ
て
み
よ
う(7
)︒
ま
ず
︑
古
代
︒
律
令
︵
養
老

令
︶
の
戸
令
に
は
︑
妻
の
氏
姓
に
関
す
る
規
定
が
欠
け
て
い
る
が
︑
女
性
は
未
婚
の
と
き
は
父
家
の
姓
を
︑
他
家
に
嫁
し
た
後
も
実
家

の
姓
を
用
い
る
中
国
唐
令
が
継
受
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
︒
も
っ
と
も
︑
古
代
に
お
け
る
氏
は
︑
家
族
集
団
の
名
称
で
は
な
く
︑
蘇
我

氏
・
大
伴
氏
と
い
っ
た
集
団
と
し
て
の
氏
︵
氏
族
︶
を
指
す
の
だ
が
︑
と
も
か
く
︑
婚
姻
に
よ
る
氏
名
の
変
更
は
一
切
み
ら
れ
な
い
︒

現
存
す
る
古
代
戸
籍
を
見
る
と
︑
夫
婦
同
姓
の
戸
籍
が
約
三
分
の
一
見
出
さ
れ
る
が
︑
こ
れ
は
妻
が
婚
姻
に
よ
っ
て
夫
姓
に
改
姓
し
た

vi



の
で
な
く
︑
自
己
と
同
姓
の
男
と
婚
姻
し
た
︵
同
姓
婚
︶
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
中
世
︑
す
な
わ
ち
鎌
倉
期
か
ら
南
北
朝
動
乱

期
に
か
け
て
は
︑
既
婚
の
女
性
が
実
家
の
姓
を
称
し
て
﹁
某
氏
女
﹂
と
表
現
さ
れ
る
例
が
多
く
︑
こ
れ
は
在
地
領
主
ク
ラ
ス
の
武
家
だ

け
で
な
く
︑
名
主
ク
ラ
ス
の
人
々
の
間
で
も
広
く
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
︑
中
世
を
通
じ
て
︑
女
性
は
結
婚
後
も
実
家
の
氏
︵
姓
︶
を
称

す
る
慣
習
が
続
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
近
世
期
に
入
る
と
︑
武
士
階
層
で
は
︑
女
性
は
相
続
権
者
か
ら
除
外
さ
れ
︑﹁
家
﹂
の
血

統
に
入
ら
な
い
扱
い
を
さ
れ
た
か
ら
︑
夫
婦
は
異
姓
と
い
う
旧
来
の
慣
例
に
従
っ
て
︑
結
婚
後
も
妻
は
氏
を
変
え
ず
︑
実
家
の
氏
を
称

し
た
︒
庶
民
︵
百
姓
・
町
人
な
ど
︶
は
と
言
え
ば
︑
そ
も
そ
も
一
般
的
に
苗
字
が
許
さ
れ
な
い
建
前
で
あ
り
︑
人
別
帳
に
は
名
前
だ
け
が

記
載
さ
れ
た
︒
ち
な
み
に
︑
人
別
帳
に
よ
っ
て
は
︑
妻
は
名
前
す
ら
失
っ
て
︑﹁
女
房
﹂
と
の
み
記
さ
れ
た
例
も
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
︑
我
が
国
に
お
い
て
は
︑
古
来
か
ら
一
貫
し
て
︑
女
性
は
婚
姻
し
て
夫
家
に
入
っ
て
も
︑
生
家
の
氏
を
捨

て
る
こ
と
は
無
く
︑
妻
は
﹁
異
姓
の
人
﹂
で
在
り
続
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
の
﹁
夫
婦
別
姓
﹂
の
慣
例
は
︑
近
世
武
家
法
を
通

し
て
︑
明
治
期
に
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
だ
が
︑
明
治
三
︵
一
八
七
〇
︶
年
九
月
一
九
日
の
太
政
官
布
告
﹁
自
今
平
民
苗
字
被
差
許

候
事
﹂
に
よ
っ
て
︑
平
民
＝
庶
民
に
も
苗
字
︵
氏
︶
の
使
用
が
許
さ
れ
︑
同
八
︵
一
八
七
五
︶
年
二
月
一
三
日
の
太
政
官
布
告
に
よ
っ
て

平
民
へ
の
氏
の
強
制
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
︑
そ
れ
ま
で
氏
︵
苗
字
︶
と
無
縁
で
あ
っ
た
庶
民
は
︑
ど
う
い
う
氏
を
名
乗
る
か
だ
け
で
な

く
︑
妻
の
氏
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
夫
婦
別
姓
の
伝
統
に
従
う
の
か
︑
そ
れ
と
も
︑

女
性
が
嫁
し
て
夫
家
に
入
れ
ば
妻
は
夫
に
従
う
の
だ
か
ら
︑
妻
は
夫
家
の
氏
を
称
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ

る
︒
明
治
八
年
一
一
月
九
日
の
内
務
省
伺
︵
太
政
官
宛
︶
は
︑
こ
の
問
題
を
問
う
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
︒

華
士
族
平
民
ニ
論
ナ
ク
凡
テ
婦
女
他
ノ
家
ニ
婚
家
シ
テ
後
ハ
終
身
其
婦
女
実
家
ノ
苗
字
ヲ
称
ス
可
キ
儀
ニ
候
哉
︑
又
ハ
婦
女
ハ
総
テ
夫
ノ
身
分

ニ
従
フ
筈
ノ
モ
ノ
故
婚
家
シ
タ
ル
後
ハ
婿
養
子
ト
同
一
ニ
看
做
シ
夫
家
ノ
苗
字
ヲ
終
身
称
ヘ
サ
セ
候
方
穏
当
ト
相
考
ヘ
候
ヘ
共
︑
右
ハ
未
タ
成
例
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コ
レ
ナ
キ
事
項
ニ
付
決
シ
兼
候
ニ
付
︑
仰
上
裁
候
︒
至
急
何
分
ノ
御
指
令
被
下
度
︑
此
段
相
伺
候
也
︒

こ
の
伺
い
に
対
し
て
︑
太
政
官
は
︑
翌
明
治
九
︵
一
八
七
六
︶
年
三
月
一
七
日
︑﹁
婦
女
人
ニ
嫁
ス
ル
モ
仍
ホ
所
生
ノ
氏
ヲ
用
ユ
可
キ

事
︒
但
︑
夫
ノ
家
ヲ
相
続
シ
タ
ル
上
ハ
夫
家
ノ
氏
ヲ
称
ス
ヘ
キ
事
﹂
と
指
令
し
︑
我
が
国
従
来
の
夫
婦
別
姓
の
慣
例
を
固
守
し
た
︒
こ

の
指
令
は
他
の
府
県
に
お
い
て
も
効
力
を
持
ち
︑
こ
う
し
て
妻
は
︑
夫
の
﹁
家
﹂
を
相
続
し
な
い
限
り
︑﹁
所
生
ノ
氏
﹂
を
称
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
原
則
が
確
定
し
て
︑
明
治
三
一
︵
一
八
九
八
︶
年
の
明
治
民
法
施
行
ま
で
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

山
中
永
之
佑
氏
に
よ
れ
ば
︑
明
治
民
法
施
行
以
前
の
家
族
概
念
に
は
広
義
と
狭
義
の
使
い
分
け
が
あ
り
︑
一
方
で
は
︑
①
同
一
戸
籍

内
の
家
族
は
戸
主
と
同
じ
氏
を
称
す
べ
き
だ
と
考
え
る
︑
明
治
四
︵
一
八
七
一
︶
年
戸
籍
法
が
前
提
と
し
た
︑
妻
を
含
む
広
義
の
家
族

概
念
と
︑
他
方
で
は
︑
②
同
戸
＝
同
戸
籍
内
の
本
来
の
血
族
が
家
族
で
あ
る
と
の
考
え
か
ら
︑
妻
を
含
め
な
い
狭
義
の
家
族
概
念
の
二

つ
が
あ
っ
た
︒
②
の
考
え
に
由
来
す
る
妻
へ
の
﹁
所
生
ノ
氏
﹂
の
強
制
は
︑﹁
第
一
義
的
に
は
︑
妻
の
血
統
＝
出
身
し
た
﹁
家
﹂︑
由
緒

を
明
か
に
す
る
と
い
う
役
割
﹂
を
果
た
す
も
の
で
︑﹁
江
戸
時
代
の
武
士
的
氏
観
念
︑﹁
家
﹂
観
念
を
継
承
し
た
も
の
﹂
で
あ
る(8
)︒

妻
の

﹁
所
生
ノ
氏
﹂
は
︑
同
戸
＝
同
戸
籍
内
の
﹁
他
の
家
族
︵
狭
義
︶
と
は
差
別
さ
れ
た
妻
の
地
位
＝
劣
位
を
よ
り
明
確
に
す
る
意
義
を
有

し
︑
機
能
を
果
し
︑
か
つ
︑
そ
の
こ
と
に
よ
り
︑
家
族
内
秩
序
＝
﹁
家
﹂
秩
序
の
維
持
・
確
保
に
機
能
し
た
﹂
の
で
あ
る(9
)︒
も
っ
と

も
︑
現
実
に
は
︑
妻
が
﹁
所
生
ノ
氏
﹂
を
称
し
た
例
は
少
な
か
っ
た
よ
う
で
︑
明
治
政
府
に
対
し
て
﹁
夫
家
ノ
氏
﹂
を
称
す
る
こ
と
を

求
め
る
各
府
県
か
ら
の
伺
い
も
寄
せ
ら
れ
て
い
た
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
政
府
は
︑﹁
所
生
ノ
氏
﹂
の
原
則
を
固
守
し
続
け
た
の

で
あ
る
︒

明
治
民
法
は
︑
第
七
三
二
条
﹁
戸
主
ノ
親
族
ニ
シ
テ
其
家
ニ
在
ル
者
及
ヒ
其
配
偶
者
ハ
家
族
ト
ス
﹂
と
第
七
四
六
条
﹁
戸
主
及
ヒ
家

族
ハ
其
家
ノ
氏
ヲ
称
ス
﹂
に
お
い
て
︑
妻
も
夫
家
の
家
族
に
含
め
︑
こ
れ
ま
で
の
﹁
所
生
ノ
氏
﹂
の
方
針
を
転
換
し
て
︑
妻
は
夫
家
の
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氏
を
称
す
る
と
定
め
た
︒
編
纂
過
程
で
の
議
論
を
み
る
と
︑﹁
妻
カ
夫
ノ
家
ニ
入
ル
﹂
こ
と
が
最
も
重
視
さ
れ
て
お
り
︑
妻
は
婚
姻
に

よ
っ
て
夫
と
共
同
生
活
に
入
る
と
同
時
に
︑
夫
の
家
の
戸
主
権
に
服
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
︒
明
治
民
法
で
は
︑
妻
を
家
族
に
含
め
な
い

狭
義
の
家
族
概
念
が
薄
れ
︑
妻
を
含
め
る
広
義
の
家
族
概
念
に
統
一
・
一
元
化
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
妻
の
称
す
る
﹁
氏
﹂
も
ま
た
夫
の

﹁
氏
﹂
か
ら
夫
の
﹁
家
﹂
の
﹁
氏
﹂
に
変
化
し
定
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
我
が
国
で
は
︑
古
来
よ
り
︑
妻
は
︑
実
家
の
氏
＝
﹁
所
生
ノ
氏
﹂︵
夫
婦
別
姓
︶
を
称
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た

が
︑
明
治
民
法
︵
一
八
九
八
年
︶
で
初
め
て
﹁
夫
家
ノ
氏
﹂︵
夫
婦
同
氏
︶
を
︑
さ
ら
に
現
行
規
定
︵
一
九
四
七
年
︶
で
は
﹁
夫
の
氏
﹂
か

﹁
妻
の
氏
﹂
か
︵
夫
婦
同
氏
︶
を
称
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
夫
婦
別
姓
こ
そ
が
我
が
国
の
伝
統
文
化
だ
と
言
え
そ
う

だ
が
︑
明
治
民
法
以
前
の
夫
婦
別
姓
は
︑
女
性
が
親
家
︵
出
自
階
層
︶
の
氏
に
婚
姻
後
も
縛
ら
れ
続
け
て
き
た
事
実
を
示
す
に
す
ぎ
ず
︑

今
日
の
社
会
的
に
自
律
し
た
妻
の
氏
︵
夫
婦
別
姓
︶
の
要
求
と
は
︑
基
本
的
に
性
格
の
違
う
も
の
で
あ
る
︒
女
性
は
︑
古
来
か
ら
ず
っ

と
︑
親
家
の
氏
︑
そ
し
て
夫
家
あ
る
い
は
夫
の
氏
に
服
し
て
き
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
︒

妻
の
氏
を
法
制
史
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
と
以
上
の
よ
う
に
な
る
︒
種
々
の
考
え
方
が
あ
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
︑
夫
婦
同
氏
が
我
が
国

の
﹁
過
去
﹂
で
あ
り
︑
伝
統
的
文
化
だ
と
い
う
の
は
明
ら
か
な
誤
り
で
あ
る
︒

最
後
に
︑
繰
り
返
し
に
な
る
け
れ
ど
︑
法
制
史
は
︑
現
在
的
問
題
か
ら
か
け
離
れ
た
好
事
家
ご
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る

が
︑﹁
過
去
﹂
に
つ
い
て
の
硬
直
し
た
既
成
概
念
か
ら
我
々
を
解
放
し
︑
権
利
と
利
害
関
係
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
現
代
の
法
社
会
に

あ
っ
て
︑
過
去
に
生
き
た
法
の
実
像
を
描
き
出
す
こ
と
で
︑
現
行
法
の
歴
史
的
位
置
を
理
解
し
︑
そ
の
未
来
に
示
唆
を
も
た
ら
す
こ
と

が
で
き
る
︑
ま
さ
に
実
践
的
な
学
問
な
の
で
あ
る
︒

ix
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(
�
)

ミ
ッ
タ
イ
ス
著
︵
世
良
晃
志
郎
訳
︶﹃
ド
イ
ツ
法
制
史
概
説
︵
改
訂
版
︶﹄︵
創
文
社
︑
一
九
七
一
年
︶
四
頁
︒

(
�
)

な
お
︑
ミ
ッ
タ
イ
ス
著
︵
林
毅
訳
︶﹃
法
史
学
の
存
在
価
値
﹄︵
創
文
社
︑
一
九
八
〇
年
︶
参
照
︒

(
�
)

プ
ラ
ム
著
︵
鈴
木
利
章
訳
︶﹃
過
去
の
終
焉
︱
︱
現
代
歴
史
学
へ
の
提
言
﹄︵
法
律
文
化
社
︑
一
九
七
五
年
︶
一
三
二
頁
︒

(
�
)

中
田
薫
著
﹃
徳
川
時
代
の
文
学
に
見
え
た
る
私
法
﹄︵
初
版
︑
半
狂
堂
︑
一
九
二
三
年
︶︵
岩
波
文
庫
︑
一
九
八
四
年
︶
一
九
七
・
二
〇
八
頁
︒

(
�
)

同
︑
一
九
一
頁
︒

(
�
)

中
田
薫
﹁
徳
川
時
代
に
於
け
る
土
地
私
有
権
﹂︵
初
出
︑﹃
法
学
協
会
雑
誌
﹄
第
三
七
巻
第
六
号
︑
一
九
一
九
年
︶
同
﹃
法
制
史
論
集
﹄
第
二
巻
︵
岩
波

書
店
︑
一
九
三
八
年
︶
四
九
三
頁
以
下
︒

(
�
)

夫
婦
の
氏
の
歴
史
を
論
じ
た
文
献
は
︑
数
多
い
が
︑
近
年
の
も
の
に
限
る
と
︑
洞
富
雄
﹃
庶
民
家
族
の
歴
史
像
﹄︵
校
倉
書
房
︑
一
九
六
六
年
︶︑
熊
谷

開
作
﹃
日
本
の
近
代
化
と
﹁
家
﹂
制
度
﹄︵
法
律
文
化
社
︑
一
九
八
七
年
︶︑
比
較
家
族
史
学
会
監
修
・
黒
木
三
郎
ほ
か
編
﹃
家
の
名
・
族
の
名
・
人
の
名

︵
シ
リ
ー
ズ
家
族
史
③
︶﹄︵
三
省
堂
︑
一
九
八
八
年
︶︑
山
中
永
之
佑
﹃
日
本
近
代
国
家
の
形
成
と
﹁
家
﹂
制
度
﹄︵
日
本
評
論
社
︑
一
九
八
八
年
︶︑
久
武

綾
子
﹃
氏
と
戸
籍
の
女
性
史
︱
︱
わ
が
国
に
お
け
る
変
遷
と
諸
外
国
と
の
比
較
﹄︵
世
界
思
想
社
︑
一
九
八
八
年
︶︑
同
﹃
夫
婦
別
姓
︱
そ
の
歴
史
と
背

景
﹄︵
世
界
思
想
社
︑
二
〇
〇
三
年
︶︑
井
戸
田
博
史
﹃
家
族
の
法
と
歴
史
︱
︱
氏
・
戸
籍
・
祖
先
祭
祀
﹄︵
世
界
思
想
社
︑
一
九
九
三
年
︶︑
同
﹃
氏
と
名

と
族
称
︱
︱
そ
の
法
史
学
的
研
究
﹄︵
法
律
文
化
社
︑
二
〇
〇
三
年
︶
な
ど
が
あ
る
︒

(
�
)

山
中
永
之
佑
﹃
前
掲
書
﹄
二
五
五
頁
︒

(
�
)

同
︑
二
六
一
頁
︒
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