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九
世
紀
は
、
律
令
国
家
制
度
が
瓦
解
し
は
じ
め
、
王
朝
国
家
的
な
貴
族
政
治
へ
と
移

行
し
て
い
く
転
機
で
も
あ
る
。
な
か
で
も
、
毎
年
個
人
に
一
定
の
官
位
を
給
し
、
任
意

の
者
を
そ
れ
に
叙
位
、
任
官
さ
せ
、
そ
の
対
価
と
し
て
経
済
的
利
益
を
得
る
と
い
う
仕

組
み
を
も
っ
た
年
給
制
度
は
、
平
安
時
代
以
降
の
反
律
令
官
僚
制
を
象
徴
す
る
よ
う
な

制
度
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
九
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
前
半
頃
に
お
け
る
、

年
給
制
度
の
成
立
や
展
開
の
様
相
に
つ
い
て
は
、
決
定
的
な
史
料
に
欠
け
る
こ
と
か
ら

先
行
研
究
も
多
く
は
な
く
、
い
ま
だ
詳
細
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
当
修
士
論
文
で
は
、
九
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
前
半
に
か
け
て
登
場
す
る

「
准
三
宮
」
と
年
官
郡
司
と
い
う
ふ
た
つ
の
要
素
に
着
目
し
、
特
に
任
官
を
行
う
年
官

制
度
を
中
心
に
、
そ
の
成
立
と
制
度
の
展
開
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
以
下
、
そ
の
要
旨

を
述
べ
る
。

　

第
一
章
「
年
給
制
度
の
成
立
と
『
准
三
宮
』」
で
は
、
年
給
制
度
の
う
ち
の
「
准
三
宮
」

に
着
目
し
、
年
給
制
度
の
成
立
と
そ
の
本
質
に
つ
い
て
先
行
研
究
へ
の
批
判
を
加
え
な

が
ら
検
討
し
た
。「
准
三
宮
」
と
は
、
そ
れ
を
宣
下
さ
れ
た
者
の
年
給
の
待
遇
を
文
字

通
り
「
三
宮
に
准
じ
る
」
制
度
で
あ
り
、
貞
観
十
三
年
（
八
七
一
）
に
清
和
天
皇
が
太

政
大
臣
藤
原
良
房
に
職
封
三
千
戸
、
隨
身
兵
仗
に
加
え
て
「
年
官
准
三
宮
」
を
賜
っ
た

の
を
嚆
矢
と
す
る
。
こ
こ
で
ま
ず
明
ら
か
に
な
る
の
は
貞
観
十
三
年
以
前
に
太
皇
太
后
、

皇
太
后
、
皇
后
の
三
宮
に
対
す
る
年
給
制
度
が
成
立
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
時

野
谷
滋
氏
（「
年
給
制
度
の
研
究
」（『
律
令
封
禄
制
度
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一

九
七
七
、
初
出
一
九
五
〇
））
は
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
七
年
（
八
六
五
）
正
月
二

十
五
日
条
の
「
方
今
年
中
所p

出
之
闕
。
始p

自w

三
宮z

至w

於
諸
司z

有p

労
応p

補
者

居p

多
」
と
い
う
記
述
を
根
拠
に
、
内
給
も
院
給
も
貞
観
七
年
ま
で
に
ま
だ
成
立
し
て

い
な
か
っ
た
と
し
、
年
官
制
度
の
成
立
は
三
宮
給
か
親
王
給
の
二
者
の
ど
ち
ら
か
に
求

め
る
べ
き
と
述
べ
た
。
加
え
て
、
時
野
谷
氏
は
三
宮
給
の
ほ
う
が
親
王
給
よ
り
重
視
さ

れ
て
い
た
と
史
料
解
釈
を
し
て
お
り
、
三
宮
給
こ
そ
年
官
制
度
の
濫
觴
で
あ
り
、「
准

三
宮
」
と
は
「
公
卿
に
年
官
を
給
す
る
規
定
も
な
け
れ
ば
前
例
も
な
か
っ
た
た
め
、
特

に
『
三
宮
に
擬
す
る
』
と
い
う
新
制
を
設
け
」
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
る
。
し
か
し
、

貞
観
七
年
正
月
二
十
五
日
条
に
あ
る
「
三
宮
」
と
は
お
そ
ら
く
「
三
宮
舎
人
」
な
ど
と

同
様
に
三
宮
に
出
仕
し
て
い
る
官
人
の
こ
と
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
当
該
記
事
を
根
拠

に
三
宮
給
の
成
立
を
貞
観
七
年
以
前
に
求
め
、
さ
ら
に
年
官
制
度
そ
の
も
の
の
始
ま
り

を
三
宮
給
と
す
る
時
野
谷
氏
の
論
に
は
従
い
が
た
い
点
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

以
上
の
先
行
研
究
へ
の
批
判
を
踏
ま
え
、
当
修
士
論
文
で
は
改
め
て
、
な
ぜ
「
三
宮
」

に
准
じ
る
の
か
、
な
ぜ
年
給
の
待
遇
を
「
三
宮
に
准
じ
る
」
こ
と
が
一
種
の
恩
寵
と
し

て
機
能
す
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
、「
准
三
宮
」
の
初
見

が
藤
原
良
房
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
摂
政
・
関
白
を
宣
下
対
象
と
し
た

例
を
考
察
材
料
の
中
心
と
し
た
。
摂
関
「
准
三
宮
」
の
宣
下
基
準
に
は
摂
政
・
関
白
で

あ
っ
た
か
ど
う
か
だ
け
で
な
く
、
宣
下
の
対
象
者
と
天
皇
と
の
血
縁
関
係
が
指
摘
で
き

る
。
そ
も
そ
も
摂
政
・
関
白
へ
の
任
命
自
体
が
天
皇
と
の
血
縁
関
係
を
重
視
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
そ
の
点
で
摂
関
の
任
命
と
「
准
三
宮
」
宣
下
は
類
似
し

て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
で
、「
准
三
宮
」
は
必
ず
摂
政
・
関
白
の
地
位
に
付
随
す
る
わ
け

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
別
個
の
待
遇
と
い
う
概
念
の
も
と
に
下
賜
さ
れ
て
い
る
。「
准

三
宮
」
宣
下
の
基
準
は
、
と
か
く
天
皇
と
の
血
縁
関
係
が
な
に
よ
り
重
要
視
さ
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
だ
が
、
天
皇
と
臣
下
が
血
縁
関
係
で
結
ば
れ
る

に
は
、
必
ず
当
人
同
士
以
外
の
要
素
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
要
素
と
は
、
後
宮

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
摂
関
「
准
三
宮
」
に
お
い
て
、
そ
の
資
格
と
し
て
も
っ

平
安
時
代
に
お
け
る
年
給
制
度
の
成
立
と
展
開

佐　

藤　

早
樹
子
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と
も
重
視
さ
れ
た
天
皇
と
の
血
縁
関
係
と
は
、三
宮
と
の
血
縁
関
係
な
の
で
あ
る
。「
准

三
宮
」
と
は
皇
族
に
も
値
す
る
よ
う
な
高
い
身
位
を
天
皇
の
血
縁
関
係
者
に
与
え
る
も

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
血
縁
関
係
を
保
証
す
る
も
の
が
三
宮
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
理
由

か
ら
「
三
宮
に
准
ず
る
」
と
い
う
表
現
、
も
し
く
は
意
識
が
生
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

続
い
て
、
な
ぜ
年
給
、
特
に
年
官
制
度
を
「
三
宮
に
准
じ
る
」
こ
と
が
身
位
に
繋
が

る
の
か
と
い
う
、
年
官
制
度
の
本
質
に
も
か
か
わ
る
課
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
時
野

谷
氏
は
年
官
制
度
を
経
済
目
的
の
た
め
の
、
い
わ
ば
反
律
令
的
封
禄
制
度
の
ひ
と
つ
で

あ
る
と
い
う
評
価
を
下
し
て
い
る
。
対
し
て
尾
上
陽
介
氏
（「
年
官
制
度
の
本
質
」（『
史

観
』
一
四
五
、
二
〇
〇
一
））
は
年
官
の
封
禄
制
度
的
側
面
を
認
め
つ
つ
も
、
年
官
制

度
の
本
質
は
、
給
主
の
家
政
機
関
な
ど
近
辺
に
仕
え
る
者
や
給
主
と
血
縁
関
係
に
あ
る

者
を
申
任
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
年
労
に
報
い
る
こ
と
や
一
族
の
特
権
を
維
持
し
て

い
く
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
る
。
私
見
は
、「
寛
平
御
遺
誡
」
に
み
ら
れ
る
「
公

人
」「
人
給
」
と
い
っ
た
、
年
労
な
ど
に
よ
る
「
公
選
の
官
」
に
対
し
て
、
年
官
が
「
私

選
の
官
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
区
別
す
る
意
識
に
注
目
し
た
。
年
官
制
度
は

私
選
に
よ
る
官
人
の
人
事
権
と
い
う
側
面
を
も
ち
、
し
か
も
そ
う
し
た
権
利
が
天
皇
か

ら
勅
や
宣
旨
を
も
っ
て
給
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
年
官
制
度
と
は
、
国
家
か
ら
任
官

枠
を
分
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
天
皇
か
ら
人
事
権
を
賜
与
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
す
る
と
官
人
の
人
事
権
が
権
威
に
直
結
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
し
、

年
官
を
「
三
宮
に
准
じ
る
」
こ
と
が
身
位
に
繋
が
る
と
い
う
点
も
理
解
が
可
能
で
は
な

い
か
。
第
一
章
で
は
、「
准
三
宮
」
と
は
当
時
三
宮
が
給
さ
れ
て
い
た
年
官
に
対
象
者

の
年
官
を
准
ず
る
こ
と
で
、
令
制
に
よ
る
身
分
秩
序
の
枠
を
超
越
し
た
高
い
身
位
を
与

え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
登
場
し
た
制
度
で
あ
り
、
宣
下
の
基
準
と
し
て
重
視
さ
れ
る

天
皇
と
摂
関
の
血
縁
関
係
に
介
在
す
る
不
可
欠
の
要
素
が
三
宮
の
存
在
だ
っ
た
と
結
論

づ
け
た
。

　

第
二
章
「
年
給
制
度
の
展
開
と
年
官
の
郡
司
」
で
は
、
年
官
制
度
で
給
さ
れ
る
官
職

に
、
本
来
の
任
用
国
司
や
一
部
の
京
官
の
他
に
郡
司
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
年

官
郡
司
を
申
請
し
た
給
主
に
弁
官
と
式
部
省
の
例
が
あ
っ
た
こ
と
に
着
目
し
た
。
先
行

研
究
で
は
、
年
給
制
度
が
宇
多
天
皇
の
寛
平
年
間
に
お
お
よ
そ
整
備
さ
れ
拡
大
し
て
い

く
な
か
で
、
年
官
に
よ
る
任
官
枠
の
不
足
に
よ
る
「
未
給
」
が
多
発
す
る
よ
う
に
な
り
、

そ
の
対
策
と
し
て
本
来
の
年
官
一
分
で
あ
る
諸
国
史
生
に
加
え
て
新
た
に
諸
国
の
博
士
、

医
師
、
弩
師
、
検
非
違
使
、
そ
し
て
郡
司
が
年
官
一
分
に
充
て
ら
れ
た
と
述
べ
る
。
そ

し
て
寛
平
年
間
に
年
給
制
度
の
整
備
が
あ
っ
た
と
記
す
『
柳
原
家
記
録
』
八
十
六
（『
砂

巌
』
四
）・「
毎
年
給
数
事
」
に
み
え
な
い
給
主
の
う
ち
、
弁
官
は
『
延
喜
式
』
に
規
定

を
も
ち
、
式
部
省
官
人
は
『
西
宮
記
』
に
記
載
が
あ
る
が
、
両
者
と
も
や
は
り
年
給
制

度
拡
大
の
な
か
で
新
た
に
給
主
の
資
格
を
得
た
も
の
で
あ
る
と
先
行
研
究
で
は
理
解
さ

れ
て
き
た
。
し
か
し
内
給
や
三
宮
給
と
い
っ
た
特
権
層
を
給
主
と
す
る
年
官
制
度
の
規

定
が
『
延
喜
式
』
に
み
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
弁
官
給
に
は
あ
る
こ
と
、
式
部
省
官

人
を
給
主
と
す
る
「
省
官
給
」
に
は
「
造
省
料
」「
厨
家
料
」
と
い
っ
た
省
そ
の
も
の

が
給
主
と
な
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
場
合
が
存
在
し
た
こ
と
、
そ
し
て
弁
官
給
・

省
官
給
と
も
に
郡
司
の
任
用
を
申
請
し
た
実
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
従
来
の
説
に
疑
問

を
呈
し
、
改
め
て
年
官
郡
司
の
特
殊
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　

年
官
郡
司
の
実
例
は
『
類
聚
符
宣
抄
』（
以
下
『
符
宣
抄
』）
に
弁
官
給
に
よ
る
も
の

が
一
例
、
省
官
給
造
省
料
に
よ
る
も
の
が
一
例
、
省
官
給
厨
家
料
に
よ
る
も
の
が
一
例

確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
共
通
点
は
、
弘
仁
以
降
の
基
本
的
な
郡
司
任
用
制
度
に
違
反

す
る
郡
司
任
用
で
あ
る
こ
と
と
、
宣
旨
で
任
用
が
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
年

官
で
は
な
い
が
宣
旨
に
よ
る
郡
司
任
用
例
は
他
に
も
『
符
宣
抄
』
に
四
例
み
え
、
磐
下

徹
氏
（「
宣
旨
に
よ
る
郡
司
の
任
用
│
延
喜
式
部
式
奉
大
臣
宣
条
を
手
が
か
り
に
│
」

（『
延
喜
式
研
究
』
二
二
、
二
〇
〇
六
））
は
『
類
聚
三
代
格
』
元
慶
七
年
（
八
八
三
）

十
二
月
二
十
五
日
官
符
お
よ
び
『
延
喜
式
』
式
部
上
１
２
３
奉
大
臣
宣
条
を
手
が
か
り

に
、
宣
旨
を
用
い
た
郡
司
任
用
方
法
が
貞
観
年
間
に
は
制
度
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
指
摘
し
、
先
の
四
例
は
こ
の
方
法
を
用
い
た
郡
司
任
用
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
。

な
お
磐
下
氏
は
年
官
郡
司
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
宣
旨
に
よ
る
任
用
で
は
あ
る
も
の
の
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「
性
質
の
異
な
る
も
の
」
と
し
て
類
例
か
ら
除
外
す
る
が
、
私
見
で
は
年
官
郡
司
も
ほ

と
ん
ど
同
様
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
の
第
一
の
理
由
は
『
符
宣
抄
』
に

み
え
る
宣
旨
に
よ
る
郡
司
任
用
例
は
年
官
・
非
年
官
に
か
か
わ
ら
ず
ほ
と
ん
ど
が
本
来

の
任
用
制
度
に
違
反
す
る
例
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
非
年
官
の
宣
旨
に
よ
る

郡
司
任
用
で
は
い
ず
れ
も
国
擬
の
解
文
を
伴
う
が
、『
北
山
抄
』
で
は
年
官
一
分
に
よ

る
郡
領
も
ま
た
国
擬
の
提
出
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
は
『
仁
和
寺

文
書
』
の
「
貞
観
寺
田
地
目
録
」
で
美
濃
国
安
八
郡
大
領
守
部
秀
名
が
息
子
の
氏
岑
に

職
を
譲
渡
し
た
際
の
状
況
が
、『
類
聚
三
代
格
』
元
慶
七
年
十
二
月
二
十
五
日
官
符
に

お
け
る
宣
旨
に
よ
る
郡
司
任
用
例
に
相
当
し
、
か
つ
秀
名
が
氏
岑
に
職
を
譲
る
た
め
に

進
上
し
た
「
任
大
領
之
料
」
が
公
式
に
認
可
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
、
年
官
の
郡
司
は
主
に
特
別
な
事
情
に
よ
る
任
用
を
申
請
す
る
際
に
利
用

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
九
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
以
降

の
年
給
制
度
拡
大
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
国
司
が
郡
司
に
実
務
官
僚
と

し
て
の
高
い
能
力
を
要
求
し
た
り
、
郡
司
層
が
郡
司
職
の
譲
渡
に
よ
っ
て
特
権
を
維
持

し
た
り
と
い
っ
た
郡
司
任
用
を
め
ぐ
る
在
地
社
会
の
要
求
を
満
た
す
た
め
に
、
遅
く
と

も
貞
観
年
間
に
は
整
備
さ
れ
た
郡
司
任
用
制
度
の
な
か
に
成
立
の
兆
し
が
み
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。『
延
喜
式
』
に
み
え
る
弁
官
給
が
基
本
的
に
郡
司
を
申
任
す
る
内
容
で
あ

る
と
い
う
特
殊
性
も
、
こ
う
し
た
年
官
郡
司
の
成
立
の
考
察
と
併
せ
て
理
解
す
る
こ
と

が
可
能
で
は
な
い
か
と
結
論
づ
け
た
。

　

第
一
章
、
第
二
章
の
考
察
を
経
て
、
尾
上
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
年
官
制
度
の
本

質
の
二
面
性
に
加
え
、
そ
の
成
立
と
展
開
の
様
相
に
つ
い
て
も
よ
り
多
元
的
に
捉
え
る

視
点
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
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平
安
時
代
、
貴
族
や
天
皇
は
、
朝
廷
で
の
儀
式
の
お
り
に
、
あ
る
い
は
貴
族
の
邸
宅

で
催
さ
れ
る
宴
の
な
か
で
、
あ
る
い
は
良
い
知
ら
せ
を
運
ん
で
き
た
使
者
に
、
ま
た
天

皇
の
使
と
し
て
地
方
へ
旅
立
つ
官
人
に
と
、
様
々
な
場
面
で
、
禄
す
な
わ
ち
祝
儀
と
し

て
衣
服
や
布
地
を
贈
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
に
贈
ら
れ
た
禄
の
な
か
で
、
本
論
で
は
特
に
衣
服
に
つ
い
て
検
討
を
行

な
っ
た
。禄
と
な
っ
た
衣
服
の
種
類
は
さ
ま
ざ
ま
だ
っ
た
が
、そ
の
な
か
に
、「
女
装
束
」

と
呼
ば
れ
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
貴
族
階
級
女
性
の
正
装
だ
っ
た
「
唐
衣
」「
裳
」

「
袴
」「
褂
」
な
ど
の
衣
服
ひ
と
揃
い
を
い
う
の
だ
が
、
貴
族
の
日
記
で
あ
る
古
記
録
を

探
せ
ば
、
そ
の
「
女
装
束
」
が
男
性
に
贈
ら
れ
た
例
が
数
多
く
み
ら
れ
る
。

　

本
論
は
、
謝
意
や
労
い
を
表
す
禄
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
授
け
ら
れ
た
当
人
が
着
る

は
ず
の
な
い
女
物
の
衣
服
を
な
ぜ
贈
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
出
発
点
と
し
て
、
禄
の

「
女
装
束
」
の
う
ち
、
特
に
男
性
に
対
し
て
そ
れ
が
贈
ら
れ
た
例
を
通
し
て
、
こ
の
禄

の
性
質
に
つ
い
て
追
究
し
、
ま
た
「
女
装
束
」
に
限
ら
ず
禄
と
し
て
贈
ら
れ
た
衣
服
全

般
の
性
質
に
迫
ろ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

　

禄
と
し
て
の
「
女
装
束
」
は
、
九
世
紀
か
ら
鎌
倉
時
代
以
降
に
い
た
る
ま
で
、
古
記

録
等
に
数
百
例
登
場
す
る
。
そ
こ
で
「
女
装
束
」
が
登
場
す
る
史
料
を
で
き
る
限
り
集

め
た
上
で
、
行
事
の
種
類
に
よ
っ
て
分
類
し
、
大
き
く
「
子
供
の
成
長
儀
礼
」「
女
性

の
慶
事
」「
男
性
主
催
の
行
事
」「
地
方
赴
任
」
と
わ
け
て
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

論
じ
た
。

　

ま
ず
第
一
章
「
子
供
の
成
長
儀
礼
の
禄
」
で
は
、
も
っ
と
も
多
く
み
ら
れ
る
「
女
装

束
」
の
例
と
し
て
、
子
供
の
成
長
儀
礼
を
扱
っ
た
。
そ
の
な
か
で
も
特
に
、
誕
生
祝
い

の
儀
礼
で
あ
る
「
産
養
（
う
ぶ
や
し
な
い
）」
に
お
い
て
、
参
会
者
（
上
達
部
・
殿
上
人
）

等
に
贈
ら
れ
る
禄
を
中
心
に
検
証
し
た
。

　

親
王
の
産
養
の
記
録
か
ら
は
、「
女
装
束
」
が
、
禄
の
衣
服
類
の
な
か
で
も
身
分
の

高
い
者
に
与
え
ら
れ
る
品
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
同
じ
参
会
者
に
対
し
て
禄

を
贈
っ
て
い
て
も
、
天
皇
と
中
宮
と
で
は
品
目
が
異
な
り
、「
女
装
束
」
は
中
宮
の
ほ

う
だ
け
が
贈
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
、「
女
装
束
」
と
い
う
の
は
、
女
性

か
ら

0

0

贈
ら
れ
る
禄
で
あ
る
、
と
い
う
可
能
性
を
指
摘
し
た
。

　

ま
た
さ
ら
に
、
出
産
時
に
は
白
い
衣
服
や
調
度
を
用
い
る
習
い
が
あ
っ
た
平
安
時
代

に
、
産
養
に
お
い
て
白
い
「
女
装
束
」
が
賜
与
さ
れ
る
例
か
ら
、
そ
の
「
女
装
束
」
が

産
婦
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
産
婦
か
ら
賜
与
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を

指
摘
し
た
。

　

さ
ら
に
、
中
宮
か
ら
の
禄
に
、
あ
き
ら
か
に
参
会
者
が
着
る
わ
け
で
は
な
い
「
皇
子

御
衣
」「
御
襁
褓
」（
そ
の
と
き
誕
生
し
た
親
王
の
衣
服
）
が
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
禄
の
衣
服
と
い
う
も
の
が
、
相
手
が
そ
れ
を
着
る
こ
と
を
前
提
に
贈
ら
れ
る
と
は

限
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
む
し
ろ
贈
り
主
の
属
性
（
性
別
・
身
分
）
に
よ
っ
て
禄
の

種
類
が
左
右
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

つ
ま
り
、
受
け
取
り
手
の
性
別
・
年
齢
等
に
関
わ
ら
ず
、
贈
り
手
の
属
性
に
よ
っ
て

そ
の
品
目
が
決
め
ら
れ
る
の
が
、
禄
の
衣
服
の
根
本
的
な
特
質
な
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
考
え
れ
ば
、
禄
の
「
女
装
束
」
と
は
、
唐
衣
・
裳
・
袴
と
い
っ

た
衣
服
を
身
に
着
け
る
よ
う
な
、
身
分
の
高
い
女
性
か
ら
贈
ら
れ
る
禄
で
あ
る
、
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
五
十
日
（
い
か
）、
百
日
（
も
も
か
）、
着
袴
、
元
服
な
ど
の
成
長
儀
礼

に
つ
い
て
も
同
様
に
、
禄
の
「
女
装
束
」
は
高
貴
な
女
性
が
賜
与
す
る
禄
で
あ
っ
た
、

あ
る
い
は
そ
う
推
定
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
。

禄
の
女
装
束

生な
ま　

江え　

麻
里
子
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第
二
章
「
女
性
の
慶
事
の
禄
」
で
は
、
女
性
の
許
へ
、
め
で
た
い
用
件
を
伝
え
に
来

た
使
者
に
た
い
し
て
贈
ら
れ
る
禄
と
し
て
の
「
女
装
束
」
を
扱
っ
た
。こ
れ
に
は
婚
儀
・

立
后
・
叙
位
を
取
り
上
げ
た
。

　

高
貴
な
女
性
の
婚
儀
に
さ
い
し
て
は
、
花
婿
か
ら
の
文
や
贈
り
物
を
届
け
る
使
者
を

務
め
る
人
々
に
、
禄
の
「
女
装
束
」
が
贈
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
贈
り
手

は
、
婚
儀
の
当
事
者
た
る
女
性
で
あ
っ
た
。
立
后
に
つ
い
て
も
、
女
御
な
ど
当
事
者
の

女
性
が
、
天
皇
か
ら
の
勅
使
へ
「
女
装
束
」
を
賜
与
し
て
い
る
。
ま
た
、
女
性
に
対
す

る
叙
位
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
位
記
を
持
っ
て
く
る
使
者
が
あ
る
と
き
、
そ
の
使
者
に
対

し
て
も
「
女
装
束
」
が
贈
ら
れ
た
。
こ
れ
も
女
性
か
ら
賜
与
さ
れ
る
禄
で
あ
ろ
う
。
使

者
に
「
女
装
束
」
を
授
け
る
例
は
、
勅
使
へ
の
禄
に
集
中
し
て
い
る
た
め
、「
女
装
束
」

は
重
大
な
場
面
で
の
み
賜
与
さ
れ
る
よ
う
な
、
高
級
な
禄
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
る
。

　

第
一
・
二
章
で
は
、
女
性
が
明
ら
か
に
中
心
的
当
事
者
で
あ
る
行
事
に
お
い
て
、
賜

与
さ
れ
た
禄
の
「
女
装
束
」
は
、
高
貴
な
女
性
が

0

0

0

他
者
に
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
「
女
装
束
」
の
性
質
か
ら
、
禄
の
衣
服
の
本
質
と
は
、
贈
り
主

自
身
の
衣
服
や
、
そ
れ
と
同
種
の
も
の
（
例
え
ば
新
調
し
た
品
）
を
他
者
に
贈
る
こ
と

に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
う
し
た
、
禄
の
基
本
的
な
性
質
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
第
三
章
「
男
性

主
催
行
事
の
禄
」
で
は
、
男
性
が
主
催
す
る
行
事
に
お
け
る
、
禄
の
「
女
装
束
」
に
つ

い
て
、
贈
り
主
を
検
討
し
た
。
こ
こ
ま
で
の
分
析
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
女
装
束
」
の
贈

り
主
は
必
ず
女
性
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
上
皇
主
催
の
行
事
で
下
賜
す
る
た
め
に
、
上
皇
の
妻
が
禄
の
「
女
装
束
」
を

用
意
し
て
い
る
事
例
か
ら
、
男
性
が
主
催
す
る
行
事
の
な
か
で
「
女
装
束
」
が
贈
ら
れ

る
場
合
も
、
そ
の
贈
り
主
は
女
性
で
あ
る
と
考
え
た
。

　

さ
ら
に
、
禄
の
「
女
装
束
」
が
登
場
す
る
男
性
主
催
の
饗
宴
の
代
表
例
と
し
て
大
臣

大
饗
を
取
り
上
げ
、
大
臣
大
饗
に
お
い
て
「
女
装
束
」
を
禄
と
し
て
賜
る
こ
と
は
、
そ

の
行
事
そ
の
も
の
の
成
立
後
、
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
（
あ
る
い
は
最
初
か
ら
）
行
な

わ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
こ
の
「
女
装
束
」
の
贈
り
主
が
明
記
さ
れ
た
史

料
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
こ
の
禄
が
大
臣
家
の
女
性
、
お
そ
ら
く
は
大
臣

の
妻
か
ら
、
大
饗
の
参
会
者
へ
賜
与
さ
れ
た
禄
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
し
た
。

　

大
臣
大
饗
の
禄
に
つ
い
て
は
従
来
、
太
政
官
の
上
下
関
係
の
構
築
と
再
確
認
の
た
め

に
、
演
出
効
果
、
裏
打
ち
と
し
て
、
大
臣
の

0

0

0

「
身
の
代
」
と
し
て
の
衣
服
を
受
け
取
る

仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
の
だ
、
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
で
は
品
目
が
「
女
装
束
」

で
あ
る
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
と
考
え
る
。

　

大
臣
の
妻
が
、
夫
が
上
司
・
同
僚
・
下
僚
を
招
い
て
自
邸
で
開
く
饗
宴
に
、
裏
方
以

上
の
積
極
的
な
意
味
を
持
っ
て
関
与
し
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
平
安
時
代
の
夫
婦
の

あ
り
か
た
に
つ
い
て
、
今
ま
で
と
は
異
な
っ
た
視
点
か
ら
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

近
衛
大
将
が
自
邸
で
催
す
大
将
饗
に
つ
い
て
も
同
様
の
結
論
を
得
た
。
古
記
録
か
ら

は
残
念
な
が
ら
、
大
将
饗
に
大
将
の
妻
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
、
な
か
な

か
読
み
と
れ
な
い
の
で
、『
宇
津
保
物
語
』
の
描
写
を
参
考
に
し
て
、
禄
の
製
作
が
夫

婦
の
共
同
作
業
だ
っ
た
よ
う
す
を
指
摘
し
、
こ
う
し
た
饗
宴
で
は
夫
婦
が
と
も
に
客
を

も
て
な
し
、
禄
が
「
女
装
束
」
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
妻
が
客
人
に
贈
っ
た
禄
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。

　

次
に
第
四
章
「
地
方
赴
任
に
あ
た
っ
て
」
で
は
ま
ず
、
旅
に
出
る
人
へ
餞
別
と
し
て

贈
ら
れ
る
禄
の
「
女
装
束
」
と
し
て
、
国
司
と
宇
佐
使
の
場
合
を
取
り
上
げ
た
。
彼
ら

が
任
国
等
へ
赴
任
し
て
い
く
と
き
、
天
皇
は
も
と
よ
り
、
よ
く
知
る
人
々
の
邸
や
、
大

臣
な
ど
の
邸
を
訪
れ
て
別
れ
の
挨
拶
を
し
た
。
そ
れ
を
「
罷
申
（
ま
か
り
も
う
し
）」

と
い
っ
た
が
、
そ
の
と
き
、
赴
任
し
て
い
く
人
に
対
し
て
、
都
に
残
る
人
か
ら
餞
別
が

贈
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
贈
ら
れ
る
品
の
な
か
の
ひ
と
つ
に
、「
女
装
束
」
が
あ
っ
た
。

　

こ
の
事
例
を
検
討
し
、
同
じ
人
物
が
受
け
取
り
手
で
あ
っ
て
も
、
贈
り
主
が
男
性
の

と
き
は
束
帯
を
、
女
性
の
と
き
は
「
女
装
束
」
を
と
い
う
よ
う
に
、
禄
に
は
贈
与
者
そ
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れ
ぞ
れ
の
性
別
・
立
場
に
基
づ
い
た
衣
服
が
選
択
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
、
餞
別

の
「
女
装
束
」
も
ま
た
、
高
貴
な
女
性
か
ら
の
禄
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
た
。

　

さ
ら
に
、
地
方
へ
勅
使
が
赴
く
と
き
、
下
向
先
で
下
賜
す
る
禄
と
し
て
「
女
装
束
」

を
準
備
し
持
っ
て
い
く
習
い
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
伊
勢
公
卿
勅
使
と

宇
佐
使
と
を
取
り
上
げ
、
か
れ
ら
が
路
次
の
供
給
へ
の
返
礼
と
し
て
国
司
に
「
女
装
束
」

を
賜
り
、
ま
た
下
向
先
の
神
社
で
「
女
装
束
」
を
下
賜
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

こ
の
禄
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
勅
使
の
妻
あ
る
い
は
天
皇
の
妻
か
ら
の
も
の
で
あ
ろ
う

と
い
う
仮
説
を
立
て
た
も
の
の
、
そ
れ
以
上
の
検
討
は
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題

と
し
た
い
。

　

本
論
で
は
、
男
性
に
贈
ら
れ
る
禄
の
「
女
装
束
」
の
検
討
を
通
し
て
、
贈
り
主
自
身

の
衣
服
を
他
者
に
贈
る
と
い
う
点
が
、
禄
の
衣
服
の
根
本
的
な
性
格
の
ひ
と
つ
な
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
禄
は
新
調
さ
れ
た
衣
服
で
あ
る
こ
と
も
あ

る
が
、
自
分
の
衣
服
を
人
に
分
け
与
え
る
と
い
う
習
わ
し
が
根
底
に
あ
り
、
新
調
し
た

衣
服
を
賜
与
す
る
場
合
に
あ
っ
て
も
、
や
は
り
自
分
の
衣
服
を
分
け
与
え
て
い
る
の
だ

と
い
う
意
識
が
通
底
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
禄
の
衣
服
と
は
、
相
手
が
そ

れ
を
着
る
こ
と
を
前
提
に
贈
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
贈
り
手
の
衣
服
を
相
手
に
分
け

与
え
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
男
性

0

0

に
贈
ら
れ
る
禄
の

「
女0

装
束
」
を
通
し
て
明
瞭
に
見
え
て
く
る
。

　

こ
う
し
た
禄
の
性
質
を
考
慮
す
れ
ば
、
儀
式
・
行
事
に
お
い
て
贈
ら
れ
る
禄
の
な
か

で
、
こ
れ
ま
で
贈
与
主
体
が
不
明
と
い
わ
れ
て
き
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
も
、
解
明
の
手

掛
か
り
を
摑
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
禄
の
贈
り
主
＝
儀
式
の

主
催
者
と
考
え
ら
れ
て
き
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
も
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
と
考
え
る
。

　

今
後
は
、
大
饗
で
の
禄
や
供
給
へ
の
返
礼
の
禄
な
ど
、
検
証
が
不
十
分
な
部
分
を
さ

ら
に
深
め
、「
女
装
束
」
以
外
の
衣
服
の
禄
も
広
く
検
討
し
、
禄
の
衣
服
類
の
性
質
を

よ
り
明
瞭
に
し
た
い
。
そ
し
て
そ
れ
を
物
差
し
と
し
て
、
平
安
時
代
の
社
会
構
造
を
新

た
な
視
点
で
捉
え
直
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。


