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男
性
に
家
長
と
し
て
の
権
限
が
与

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
財
産
は
長

男
の
み
が
相
続
し
、
女
性
は
財
産

を
持
つ
こ
と
が
許
さ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
こ
の
た
め
、
明
治
時
代
に

お
け
る｢

結
婚｣

は
「
家
」
が
重
ん

じ
ら
れ
、
財
産
を
相
続
し｢

家
長｣

と
な
る
男
性
に
女
性
が
「
お
嫁
入

り
」
す
る
、
と
い
っ
た
意
識
が
生

ま
れ
た
よ
う
で
す
。

　

し
か
し
、
現
代
で
は
男
性
が
女

性
の
家
に｢

婿
入
り｣

す
る
ケ
ー
ス

や
、
夫
婦
別
姓
を
選
ぶ
か
た
な
ど

が
だ
ん
だ
ん
増
え
て
き
て
い
る
そ

う
で
す
。

　

時
代
の
流
れ
は
変
わ
り
つ
つ
あ

り
ま
す
。｢

結
婚｣

と
い
う
言
葉
の

定
義
も
一
つ
で
は
な
く
、
夫
婦
の

数
だ
け
さ
ま
ざ
ま
な
形
が
生
ま
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　

「
結
婚
と
は
」
と
問
わ
れ
た
と

き
、
み
な
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
答

え
ま
す
か
？

　

「
嫁
入
り
」
と
い
う
言
葉
が
あ

る
よ
う
に
、
女
性
が
親
の
籍
か
ら

出
て
、
男
性
の
戸
籍
に
入
り
、
男

性
の
一
家
の
一
員
と
な
る
こ
と
、

と
思
わ
れ
る
か
た
は
少
な
く
な
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

し
か
し
、
民
法
の
定
め
に
よ
る

「
結
婚
」
＝｢

婚
姻｣

と
は
、
男
性

と
女
性
が
そ
れ
ぞ
れ
親
の
籍
か
ら

は
ず
れ
て
新
し
い
戸
籍
を
作
る
こ

と
で
、
必
ず
し
も
女
性
が
男
性
の

戸
籍
に
入
る
こ
と
だ
け
を
意
味
す

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
で
は

な
ぜ
、
女
性
が
「
男
性
の
戸
籍
に

入
る
」
「
お
嫁
に
行
く
」
と
い
う

意
識
が
私
た
ち
に
は
強
い
の
で

し
ょ
う
か
？

　

理
由
を
ひ
も
と
く
鍵
は
、
明
治

民
法
で
定
め
ら
れ
て
い
た
家
族
制

度
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
家
族
制
度
で
は
、
同
居

す
る
家
族
を
一
つ
の
単
位
と
し
、
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一
人
一
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が
備
え
て
こ
！
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ご
存
知
で
す
か
？

　11
月
5
日
は
津
波
防
災
の
日

　　
東
日
本
大
震
災
を
教
訓
と
し
て
、

平
成
23
年
6
月
に
「
津
波
対
策
の

推
進
に
関
す
る
法
律
」
が
施
行
さ

れ
、
「
津
波
防
災
の
日
」
が
制
定

さ
れ
ま
し
た
。
１
８
５
４
年
（
安

政
元
年
）
に
起
き
た
安
政
南
海
地

震
に
よ
る
津
波
の
際
の
、
「
稲
む

ら
の
火
」
と
い
う
逸
話
に
ち
な
み
、

同
地
震
と
津
波
の
起
き
た
日
で
あ

る
11
月
5
日
が
「
津
波
防
災
の
日
」

に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
例
年
「
津
波
防
災
の

日
」
の
前
後
に
、
市
内
一
斉
津
波

避
難
訓
練
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

こ
う
い
っ
た

機
会
に
、
改

め
て
家
庭
や

地
域
で
、
津

波
防
災
に
つ

い
て
確
認
を

し
ま
し
ょ
う
。

 　

１
８
５
４
年
（
安
政
元
年
）
11

月
5
日
に
、
紀
州
広
村
（
現
在
の

和
歌
山
県
広
川
町
）
は
大
き
な
地

震
（
安
政
南
海
地
震
）
と
そ
れ
に

伴
う
津
波
に
見
舞
わ
れ
、
大
き
な

被
害
を
受
け
ま
し
た
。

　

こ
の
と
き
村
の
郷
士
で
あ
る
浜

口
梧ご

り
ょ
う陵

（
当
時
35
歳
）
が
、
逃
げ

遅
れ
た
村
人
が
逃
げ
る
方
向
を
見

失
わ
な
い
よ
う
に
、
道
筋
の
水
田

の
稲
む
ら
（
稲
束
な
ど
を
積
み
重

ね
た
も
の
）
に
火
を
つ
け
、
村
人

を
高
台
の
安
全
な
場
所
に
導
き
ま

し
た
。
ま
た
、
彼
は
、
被
災
者
用

家
屋
の
建
設
、
農
機
具
・
漁
具
の

配
給
を
始
め
被
災
者
の
救
済
に
尽

力
す
る
と
と
も
に
、
私
財
を
投
じ

て
高
さ
約
５
m
、
延
長
約
６
０
０

m
の
堤
防
を
築
き
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
史
実
に
基
づ
い
て
物

語
が
作
ら
れ
、
さ
ら
に
小
学
生
向

け
に
書
き
改
め
ら
れ
た
物
語
「
稲

む
ら
の
火
」
は
、
昭
和
12
年
か
ら

10
年
間
小
学
国
語
読
本(

5
年
生)

に

掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

 

「
稲
む
ら
の
火
」
は
、
浜
口
五
兵

衛
と
い
う
老
人
が
、
海
が
引
く(

※)

の
を
み
て
津
波
の
襲
来
を
予
測
し
、

何
も
気
づ
か
な
い
村
人
に
こ
の
こ

と
を
知
ら
せ
る
た
め
、
稲
む
ら
に

火
を
つ
け
、
安
全
な
場
所
に
避
難

さ
せ
た
と
い
う
話
で
す
。
「
稲
む

ら
の
火
」
は
実
際
の
話
と
は
異
な

っ
て
い
ま
す
が
、
災
害
発
生
時
に

は
迅
速
に
判
断
し
て
行
動
す
る
こ

と
の
重
要
性
を
唱
え
た
話
で
す
。

※
…
津
波
の
前
に
、
引
き
潮
が
必

ず
あ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
地
震

の
起
こ
り
か
た
や
、
震
源
付
近
の

地
形
に
よ
っ
て
は
、
引
き
潮
が
起

こ
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

 
「
稲
む
ら
の
火
」
と
は
？
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