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明
治
初
期
の
肉
食
妻
帯
に
つ
い
て
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今
回
、
明
治
初
期
の
肉
食
妻
帯
に
つ
い
て
、
と
い
う
題
名
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
明
治
三
十
三
年
か
ら
三
十
五
年
頃
の
当
時
の
雑
誌
『
仏

教
』、
或
い
は
『
新
仏
教
』
な
ど
を
中
心
に
致
し
ま
し
て
、
肉
食
妻
帯
の
問
題
に
つ
い
て
、
一
種
の
争
論
が
起
こ
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の

点
を
中
心
に
、
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
最
近
に
お
き
ま
し
て
も
、
イ
ス
ラ
ム
の
戒
律
の
問
題
な
ど
、
戒
、
或
い
は
律
と
い
う
も
の

が
話
題
と
な
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
、
現
代
仏
教
に
つ
い
て
も
、
様
々
な
意
見
が
発
表
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
、
重
要
な
論
点

の
一
つ
と
し
て
妻
帯
の
問
題
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
の
妻
帯
の
、
現
在
に
至
る
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
当
時
の
資
料
を
見
て
い
き
ま

す
。
ま
ず
最
初
に
、
論
争
の
一
コ
マ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
資
料
の
最
初
の
、「
前
古
庵
漫
語
」
と
言
い
ま
す
の
は
、『
仏
教
』
一
七
六
号
と

い
う
雑
誌
に
、
来
馬
簾
外
氏
が
寄
せ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
論
が
、
妻
帯
推
進
の
意
見
と
し
て
よ
く
ま
と
ま
っ
て
お
り
ま
す
の

で
、
こ
れ
を
ま
ず
最
初
に
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
論
で
は
、
住
職
が
、
妻
が
な
い
場
合
に
は
、
一
人
で
多
く
の
役
を
こ
な
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
様
々
な
不
都
合
が
あ
り
、
ま
た
住
職
は
多
忙
で
あ
っ
て
、
布
教
な
ど
に
専
念
で
き
な
い
、
と
し
て
、
そ
の
結

果
と
し
て
、
借
財
が
起
こ
っ
た
り
す
る
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
妻
の
な
い
場
合
の
、
不
利
な
場
合
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
来
馬
氏
は
述

べ
て
お
り
、
更
に
、
妻
が
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
日
常
の
細
か
い
こ
と
を
引
き
回
し
て
、
そ
し
て
留
守
番
な
ど
、
他
人
に
は
ま
か
せ
き
れ

な
い
様
々
な
こ
と
を
親
身
に
し
て
く
れ
る
の
で
、
僧
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
と
、
ま
た
寺
院
、
信
徒
に
と
っ
て
も
有
効
で
あ
る
と
述
べ
て

お
り
ま
す
。
こ
の
見
方
は
、
古
い
タ
イ
プ
の
女
性
観
で
あ
り
、
女
性
は
穢
れ
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
意
見
と
も
異
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

新
し
く
、
女
性
と
い
う
も
の
を
日
常
的
な
仕
事
を
裏
方
と
し
て
行
い
男
性
の
補
助
と
な
る
、
そ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
見
て
い
く
、
そ
の



─ ─

延
長
上
に
も
あ
る
と
取
れ
ま
す
の
で
、
ま
あ
、
こ
の
よ
う
な
形
で
の
妻
と
い
う
も
の
が
、
あ
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
意
見
と
い
う
の

は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
点
も
あ
る
と
は
思
い
ま
す
。
そ
し
て
妻
帯
と
仏
教
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
妻
帯
に
つ
き
ま
し
て

は
、
江
戸
時
代
ま
で
は
妻
帯
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
と
、
通
説
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
実
際
に
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、
妻
帯
し
て
実
子

相
続
を
原
則
と
す
る
坊
官
、
或
い
は
、
修
験
者
な
ど
も
お
り
ま
し
た
し
、
浄
土
真
宗
に
お
き
ま
し
て
は
肉
食
妻
帯
が
当
然
で
あ
り
ま
し

た
、
そ
し
て
、
他
の
、
本
来
妻
帯
を
禁
止
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
宗
派
で
も
、
実
際
に
は
妻
帯
し
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
と

も
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
、
来
馬
氏
は
、
妻
帯
す
る
こ
と
が
新
時
代
の
仏
教
と
い
う
も
の
を
発
展
さ
せ
る
要
因
で
あ

り
、
有
効
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
論
を
張
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、『
新
仏
教
』
二
巻
十
号
に
、
杉
村
縦
横

氏
が
、
妻
帯
の
反
対
論
、「
僧
侶
の
妻
帯
を
難
ず
」
と
い
う
も
の
を
寄
稿
致
し
ま
し
た
。
杉
村
氏
は
寺
院
の
建
物
や
収
入
は
個
人
の
も
の

で
は
な
い
、
住
職
の
死
後
妻
子
が
困
る
な
ど
の
三
つ
の
論
点
を
挙
げ
て
、
こ
の
妻
帯
と
い
う
も
の
は
、
も
と
よ
り
不
可
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
述
べ
た
も
の
で
す
が
、
そ
れ
に
対
し
来
馬
氏
は
、
そ
の
以
後
の
『
仏
教
』
誌
に
再
度
寄
稿
し
て
、
杉
村
氏
に
答
え
て
、
更
に
、
妻
帯

と
い
う
も
の
を
な
す
べ
き
で
あ
る
、
と
述
べ
ま
し
た
。
こ
の
当
時
、
浄
土
宗
の
宗
会
で
嫡
子
相
続
の
提
案
が
な
さ
れ
る
な
ど
、
様
々
な
動

き
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
妻
帯
と
い
う
も
の
に
つ
き
ま
し
て
、
論
争
が
起
こ
り
、
色
々
な
所
で
意
見
が
表
明
さ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
こ

の
両
者
の
論
争
と
い
う
も
の
も
そ
の
一
環
で
あ
り
ま
す
。
当
時
、
僧
侶
の
妻
帯
と
い
う
も
の
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ま
さ
に
、
あ
ま
り
好
意

的
に
は
思
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
樋
口
一
葉
の
『
た
け
く
ら
べ
』
な
ど
で
は
、
父
親
が
真
宗
の
僧
侶
で
あ
る
の

に
、
し
じ
ゅ
う
ウ
ナ
ギ
を
買
い
に
い
く
の
が
、
非
常
に
恥
ず
か
し
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
あ
っ
た
り
、
夏
目
漱
石
の
『
こ
こ

ろ
』
な
ど
に
も
、
僧
侶
が
付
け
文
を
し
て
、
い
づ
ら
く
な
る
と
か
そ
う
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
な
ど
、
様
々
に
、
小
説
な
ど
に
も
そ
の

様
子
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
僧
侶
の
妻
帯
と
い
う
も
の
が
あ
ま
り
好
ま
し
く
思
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
論
争
が
あ
っ
た
後
に
、『
仏
教
』
に
、
世
襲
論
に
つ
い
て
、
あ
る
投
書
が
あ
り
ま
し
た
。
資
料
の
よ
う

に
、「
世
襲
論
に
つ
い
て
の
一
妻
帯
実
行
者
か
ら
の
当
初
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
、
僧
侶
と
い
う
も
の
が
公
に
妻
帯
で
き
な
い



─ ─

た
め
に
、
細
君
に
な
る
者
に
は
芸
者
な
ど
が
多
く
、
非
常
に
不
適
切
な
人
物
が
多
く
、
そ
の
た
め
に
寺
院
や
信
徒
が
迷
惑
し
て
い
る
、
そ

の
よ
う
な
意
見
が
こ
の
投
書
以
外
に
も
幾
つ
か
見
ら
れ
ま
す
。
そ
の
実
相
と
い
う
の
が
ど
う
で
あ
る
か
分
か
ら
ず
、
か
な
り
誇
張
し
て
い

る
も
の
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
公
に
妻
帯
で
き
れ
ば
こ
の
よ
う
な
問
題
は
解
決
す
る
と
い
う
意
見
を
述
べ
て
、
妻
帯

を
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
推
進
を
し
た
人
が
か
な
り
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
実
際
に
、
こ
の
当
時
、
僧
侶
の
妻
が
、
も

し
も
僧
侶
が
死
亡
し
た
時
、
投
書
子
の
い
う
よ
う
に
生
活
に
困
る
と
い
う
こ
と
も
、
こ
れ
も
確
か
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し

て
結
局
、
こ
の
よ
う
な
争
論
の
幾
つ
か
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
僧
侶
の
妻
帯
と
い
う
の
が
ほ
ぼ
常
態
化
し
て
い
る
の
に
、
世
間
的
に
そ
れ

が
認
め
難
い
た
め
に
、
後
ろ
に
隠
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
雰
囲
気
が
濃
厚
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
も
幾

つ
か
の
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
当
時
日
露
戦
争
の
ち
ょ
う
ど
真
っ
直
中
で
あ
り
、
輪
袈
裟
が
登
場
す
る
な
ど

様
々
な
変
化
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
現
代
に
続
く
問
題
と
致
し
ま
し
て
は
、
近
世
ま
で
の
「
出
家
者
」
と
い
う
身
分
制
の
、
身
分
の
特

性
と
い
う
も
の
が
、「
肉
食
妻
帯
等
勝
手
た
る
こ
と
」
と
い
う
、
明
治
五
年
の
布
告
以
来
、
身
分
特
権
と
い
う
も
の
が
失
わ
れ
、
実
際
に

戸
籍
も
作
ら
れ
ま
し
て
、
一
人
の
人
間
と
し
て
、
こ
う
申
し
た
ら
変
で
す
け
ど
も
、
僧
侶
と
い
う
特
別
な
身
分
と
い
う
も
の
は
な
く
な
っ

た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
後
の
、
現
在
に
至
る
過
程
で
、
僧
侶
と
い
う
も
の
が
結
婚
し
て
家
庭
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

が
そ
れ
が
、
宗
祖
或
い
は
仏
祖
の
本
意
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
そ
の
よ
う
な
論
点
か
ら
も
様
々
な
争
論
が
述
べ
ら
れ
ま
し

た
。
資
料
の
（
二
）
の
、
各
論
者
の
意
見
で
す
が
、
明
治
初
期
の
戒
律
復
興
運
動
で
有
名
な
福
田
行
誡
は
、
こ
の
『
雪
窓
問
答
』
な
ど

様
々
な
意
見
を
著
し
ま
し
て
、
こ
の
妻
帯
肉
食
こ
れ
に
対
す
る
反
対
を
述
べ
ま
し
た
。
ま
た
、『
弾
僧
侶
妻
帯
論
』
な
ど
も
あ
り
ま
し

て
、
明
治
初
期
に
は
、
戒
律
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
、
仏
祖
の
意
に
反
す
る
な
ど
の
理
由
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
妻
帯
反
対
論
が
か
な
り

あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
つ
き
ま
し
て
ち
ょ
っ
と
異
色
な
の
は
田
中
智
学
で
あ
り
ま
し
て
、『
仏
教
夫
婦
論
』、
或
い
は
『
宗
門
維
新
論
』
な

ど
を
次
々
発
表
致
し
ま
し
て
数
年
の
う
ち
に
能
化
持
戒
か
ら
僧
の
結
婚
可
へ
と
か
わ
り
、
さ
ら
に
次
の
住
職
世
襲
な
ど
に
も
新
し
く
構
想

を
述
べ
て
、
こ
の
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
強
く
述
べ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
現
実
に
、
仏
教
宗
門
な
ど
は
、
こ
の
智
学
の
言
っ
た
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こ
と
に
か
な
り
近
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
ほ
か
に
も
『
密
巌
教
報
』
な
ど
色
々
な
所
に
、
世
襲
或
い
は
妻
帯
を

利
と
す
る
意
見
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
う
ち
、
よ
く
ま
と
ま
っ
て
お
り
ま
し
た
の
が
、
什
門
の
田
邊
善
知
の
容
認
論
で
あ
り
ま
し

て
、
善
知
は
、
こ
の
、
新
し
い
時
代
に
あ
た
っ
て
、
妻
帯
し
て
立
派
な
家
庭
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
、
却
っ
て
、
仏
教
の
進
展
に
有
利
と

い
う
風
に
述
べ
て
、
そ
の
理
由
と
致
し
ま
し
て
様
々
な
面
か
ら
論
述
し
、
日
蓮
聖
人
の
、
或
い
は
、
釈
尊
の
当
時
の
戒
律
か
ら
始
め
ま
し

て
、
さ
ま
ざ
ま
述
べ
ま
し
て
、
そ
の
よ
う
に
結
論
を
し
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
特
色
の
あ
る
意
見
と
し
て
寺
院
に
対
す
る
婦
人
と
い

う
も
の
が
、
も
し
も
悪
い
人
で
あ
る
と
、
本
人
や
実
子
を
大
切
に
し
て
、
弟
子
育
成
の
費
用
を
真
っ
先
に
け
ず
っ
て
し
ま
う
の
で
、
寺
院

の
機
能
が
そ
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
彼
の
熱
心
に
説
い
て
い
る
所
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
、
他
の
論
者
と
少
し
異
な
り
ま
す
。

そ
の
次
の
資
料
の
、
こ
の
螺
蛤
と
い
う
人
、
こ
れ
は
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
す
が
、
妻
帯
公
許
の
、
か
な
り
激
し
い
意
見
を
述
べ
て
い
る
も
の
で

あ
り
ま
し
て
、
新
し
い
、
即
ち
科
学
的
な
、
科
学
に
も
合
致
し
な
い
古
い
戒
律
な
ど
は
捨
て
る
べ
き
で
あ
り
、
人
間
の
生
理
、
或
い
は
、

本
性
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
切
れ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
、
な
ど
と
い
う
様
々
な
新
し
い
意
見

を
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
論
者
は
、
婦
人
と
い
う
も
の
は
単
に
、
男
性
に
奉
仕
す
る
も
の
で
は
な
く
、
婦
人
は
独
立
と
し
て

様
々
な
役
割
を
果
た
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
論
点
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
、
他
の
、
例
え
ば
最
初
の
来
馬
氏
の
論
考
な
ど
と
は
か
な

り
違
っ
た
点
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
論
者
は
や
は
り
、
住
職
の
世
襲
と
い
う
も
の
を
す
る
こ
と
が
、
宗
門
の
利
点
に
な
る
、
そ
の
よ
う
に
考

え
る
し
、
実
態
と
乖
離
し
た
宗
制
と
い
う
も
の
を
早
く
改
正
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
ま
す
。
実
際
に
、
こ
の
後
各
宗
門
で
宗
制
が

改
正
さ
れ
、
寺
族
規
定
な
ど
が
設
け
ら
れ
る
な
ど
、
様
々
な
変
化
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
、
鈴
木
大
拙
の
意
見
で
は
あ
り
ま
す

が
、
大
拙
は
当
時
、
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
て
お
り
ま
し
て
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
、
何
回
か
、「
禅
宗
」
な
ど
の
雑
誌
に
自
分
の
意
見
を
書
き

送
っ
て
お
り
ま
す
。
大
拙
は
、
自
分
と
致
し
ま
し
て
は
や
は
り
、
肉
食
妻
帯
は
宗
制
な
ど
の
問
題
で
は
な
く
、
本
人
の
覚
悟
に
よ
る
も
の

で
あ
る
と
い
い
ま
す
。
た
だ
し
、
大
拙
は
、
後
に
は
僧
侶
は
無
妻
主
義
の
ほ
う
が
良
い
な
ど
主
張
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
後
思

想
に
変
化
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。
資
料
の
よ
う
に
彼
は
肉
食
に
つ
い
て
も
面
白
い
意
見
を
述
べ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
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な
、
妻
帯
に
つ
い
て
の
論
争
と
い
う
も
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
週
報
な
ど
に
も
載
り
ま
し
た
、
キ
リ
ス
ト
教
の
ほ
う
で
は
、
あ
ま
り
熱
心

で
は
な
く
、
現
状
は
妻
帯
な
の
に
、
今
ご
ろ
こ
ん
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
、
む
し
ろ
醒
め
た
批
評
を
も
つ
と
い
う
。
そ

し
て
『
萬
朝
報
』
な
ど
に
も
、
一
般
紙
で
す
が
、
一
般
新
聞
な
ど
に
も
こ
う
い
う
風
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
話
題
を
呼
ん
だ
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。
た
だ
し
や
は
り
、
こ
の
『
萬
朝
報
』
で
も
、
妻
帯
に
は
賛
成
だ
が
僧
侶
の
妻
と
な
る
女
性
の
、
来
歴
・
人
品
な
ど
が
問
題
で
あ
っ

て
は
困
る
と
い
う
意
見
が
述
べ
ら
れ
、
こ
の
点
が
当
時
の
、
そ
う
で
す
ね
、
人
々
の
か
な
り
気
に
す
る
点
で
は
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。
実
際
に
、
新
聞
な
ど
に
は
、
こ
の
よ
う
な
女
性
問
題
に
つ
き
ま
し
て
、
興
味
本
位
で
扇
情
的
な
記
事
を
書
い
て
、
そ
の
僧
侶
な
ど
の

こ
と
を
取
り
上
げ
る
趣
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
当
時
の
記
事
な
ど
を
見
る
と
、
時
々
発
見
さ
れ
ま
す
の
で
、
そ
こ
が
一
つ
の
問
題
で

あ
っ
た
よ
う
に
考
え
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
他
の
『
禅
宗
』
誌
な
ど
、『
新
仏
教
以
外
』
の
様
々
な
動
き
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し

て
、
そ
の
次
の
資
料
は
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
投
書
だ
っ
た
の
で
す
が
、
妻
帯
し
た
僧
侶
に
対
す
る
批
判
的
な
意
見
と
い
う
も
の
が
、
特
に

投
書
欄
な
ど
に
し
ば
し
ば
あ
る
よ
う
に
思
い
、
そ
の
一
つ
を
と
り
あ
げ
ま
し
た
。
そ
し
て
最
後
で
は
あ
り
ま
す
が
、
参
考
資
料
と
致
し
ま

し
て
、
こ
の
明
治
三
十
三
年
頃
の
、
僧
侶
の
、
東
京
近
郊
の
中
等
寺
院
の
収
支
報
告
の
よ
う
な
も
の
が
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
も

ち
ょ
っ
と
参
考
程
度
に
取
り
上
げ
て
お
り
ま
す
。
住
職
夫
妻
と
、
男
の
子
女
の
子
の
二
人
と
、
一
人
の
所
化
、
そ
し
て
下
男
下
女
と
い
う

よ
う
な
構
成
で
、
こ
の
よ
う
に
年
間
八
十
九
円
く
ら
い
の
お
金
が
か
か
る
、
と
編
集
者
は
述
べ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
僧
侶
と
い
う
も

の
が
、
や
は
り
教
育
を
受
け
て
、
何
ら
か
の
、
寺
院
と
は
別
の
活
動
も
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
意
見
も
述
べ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
内
容

を
見
ま
す
と
、
食
費
の
部
分
が
か
な
り
高
い
こ
と
で
す
か
ら
、
エ
ン
ゲ
ル
係
数
も
高
く
現
在
と
は
か
な
り
様
相
が
異
な
っ
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
妻
帯
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
家
族
が
増
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
果
た
し
て
寺
院
に
と
っ
て
、
収
支
の
点
で
良

か
っ
た
の
か
悪
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
こ
う
考
え
て
み
る
と
、
ち
ょ
っ
と
疑
問
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
妻
帯
推
進
論
者
に
あ
っ
て

は
、
妻
子
が
あ
っ
た
ほ
う
が
却
っ
て
安
定
す
る
と
い
う
意
見
が
多
く
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
多
少
疑
問
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
最
後
で
す

が
、「
陸
軍
武
官
結
婚
条
例
」
と
い
う
、
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
出
し
ま
し
た
の
は
、
僧
侶
の
、
先
ほ
ど
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か
ら
結
婚
す
る
相
手
の
こ
と
で
色
々
問
題
に
な
っ
た
り
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
単
に
、
僧
侶
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
当
時
の
家
庭

環
境
な
ど
が
非
常
に
、
現
代
と
は
違
っ
て
良
く
な
か
っ
た
、
零
細
な
、
例
え
ば
一
人
家
族
が
亡
く
な
っ
た
ら
い
き
な
り
貧
し
い
所
に
沈
ん

で
し
ま
う
、
そ
の
よ
う
な
状
況
も
あ
り
、
い
い
家
庭
を
持
ち
、
と
い
う
こ
と
が
な
か
な
か
難
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
時
代
的
な
背
景

と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
よ
う
に
考
え
一
例
と
し
て
出
し
た
も
の
で
す
。
結
局
、
明
治
三
十
五
年
こ
ろ
に
は
妻
帯
が
一
般
的

と
な
っ
て
い
た
の
に
、
宗
制
な
ど
表
向
き
は
否
定
さ
れ
て
い
た
ま
ま
で
、
妻
子
の
地
位
も
不
安
定
で
、
僧
の
結
婚
に
否
定
的
な
眼
を
向
け

る
人
も
あ
り
、
僧
の
妻
が
寺
院
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
で
は
な
い
、
と
い
う
形
の
批
判
も
あ
り
、
逆
に
積
極
的
に
家
庭
を
つ
く
る
こ
と
を
推

進
し
よ
う
と
す
る
人
々
も
い
て
、
論
争
が
起
こ
っ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
戒
律
の
問
題
に
興
味
を
持
ち
ま
し
た
の
は
、

一
つ
に
は
、
先
年
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
き
ま
し
て
、
味
の
素
の
工
場
で
、
豚
か
ら
と
っ
た
酵
素
を
使
っ
て
製
品
を
作
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、

そ
れ
が
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
と
っ
て
、
非
常
に
怒
り
を
買
っ
た
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
創
唱
宗
教
の
戒
律
と
、

大
乗
仏
教
と
の
戒
律
と
い
う
も
の
が
か
な
り
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
現
代
で
は
、
ご
く

普
通
の
人
間
が
平
常
の
生
活
で
な
に
げ
な
く
行
う
こ
と
が
、
果
た
し
て
戒
律
に
適
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
は
な
か
な
か
わ
か

ら
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
海
老
の
養
殖
問
題
と
い
う
も
の
が
十
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
言
わ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
で

海
老
は
、
日
本
人
が
買
っ
て
く
れ
る
と
い
う
の
で
、
非
常
に
養
殖
が
盛
ん
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
が
壊
さ
れ
て
し
ま
う
、
或
い

は
、
人
々
の
生
活
が
悪
く
な
っ
て
し
ま
う
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
海
老
を
買
う
と
い
う
ご
く
普
通
の
こ
と
が
、
倫

理
的
で
な
い
行
動
と
も
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
批
判
を
す
る
人
々
が
出
て
き
た
り
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
、
現
代
の
と
て
も
複
雑
な
社
会
の
中
で
、
こ
れ
か
ら
新
し
い
時
代
の
問
題
に
も
対
応
し
う
る
、
日
常
的
な
規
範
で
あ
る
戒
と
い
う
も

の
を
ど
う
考
え
て
い
く
か
、
そ
の
積
極
的
な
提
示
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
な
ど
と
い
う
こ
と
も
、
今
後
考
え
て
み
た
い
と
も
思
い
ま

す
。
こ
れ
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。


