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は
じ
め
に

0
〈
生
命
監
視
装
置
と
し
て
の
新
産
婆
〉
と
い
う
視
点
の
再
検
討

②近
代
産
婆
と
医
師
の
関
係

③
『
助
産
之
栞
』
か
ら
み
る
性
と
出
産
の
近
代

④
統制
の
ゆ
く
え
と
担
い
手

⑤
産婆
と
性
と
出
産
の
統
制

［論
文
要旨

］

　
本

論
の目
的
は
、
性
と
出
産
の
社
会
統
制
が
大
正
初
期
に
ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
た
の
か
を
明
ら
　
　
　
　
　
こ
れ
ら
四
つ
の
特
徴
は
特
に
一
九
三
〇
年
代
の
性
と
生
殖
の
統
制
に
関
す
る
一
連
の
動
向
を
考
え

か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
方
法
と
し
て
は
｝
九
一
一
年
か
ら
一
九
一
四
年
ま
で
の
間
　
　
　
れ
ば
十
分
納
得
で
き
る
こ
と
ば
か
り
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
よ
り
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
メ

に
、
雑
誌
『
助
産
之
栞
』
（
一
八
九
六
年
～
一
九
四
四
年
ま
で
刊
行
さ
れ
た
月
刊
誌
）
に
採
録
さ
れ
　
　
　
　
デ
ィ
ア
が
ど
の
よ
う
な
形
で
機
能
し
、
結
果
と
し
て
よ
い
性
と
悪
い
性
、
好
ま
し
い
出
産
と
好
ま
し

た
当
時
の
社
会
的
事
件
の
内
容
分
析
を
行
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
な
い
出
産
、
優
性
な
子
ど
も
と
劣
性
な
子
ど
も
の
振
り
分
け
が
人
々
の
意
識
に
埋
め
込
ま
れ
て
い

　こ
の
時
期
の
内
容
分
析
か
ら
重
要
な
点
を
四
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
親
に
よ
る
　
　
　
　
く
の
か
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
と
回
路
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
一
翼
を
担
っ
た
メ
デ
ィ

子
殺し
と
い
う
残
酷
な
事
件
や
不
義
密
通
と
い
っ
た
性
的
逸
脱
の
出
来
事
を
掲
載
し
つ
つ
、
同
じ
　
　
　
　
ア
と
し
て
、
こ
の
助
産
雑
誌
自
体
も
重
要
で
あ
っ
た
が
、
衛
生
博
覧
会
や
児
童
展
覧
会
と
い
っ
た
装

ペー
ジ
に
〈
聖
な
る
出
産
〉
と
も
い
う
べ
き
皇
室
の
出
産
記
事
が
囲
み
で
同
時
に
報
道
さ
れ
て
い
る
　
　
　
　
置
は
模
型
や
現
物
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
都
市
の
一
般
市
民
を
対
象
に
好
奇
や
驚
き
、
不
気
味
さ
の

こ
と
。
二
つ
め
に
、
陰
惨
で
汚
稜
に
満
ち
た
事
件
の
状
況
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
具
体
的
に
数
多
　
　
　
　
感
覚
と
共
に
正
常
な
る
も
の
の
価
値
を
教
育
し
、
性
や
生
殖
そ
し
て
健
康
の
社
会
統
制
を
進
め
る
重

く
記
述
さ
れ
る
こ
と
。
三
つ
め
に
は
崎
形
児
に
対
す
る
露
骨
な
ま
な
ざ
し
が
存
在
す
る
こ
と
。
四
　
　
　
要
な
機
能
を
担
っ
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
都
市
か
ら
村
落
へ
伝
搬
す
る
形
で
、

つ
めは
こ
れ
ら
の
記
事
が
一
九
一
四
年
末
か
ら
忽
然
と
消
え
、
そ
れ
ら
の
陰
惨
な
事
件
に
か
わ
っ
て
　
　
　
性
と
生
殖
の
統
制
が
進
行
し
、
人
々
の
性
と
出
産
を
め
ぐ
る
日
常
生
活
意
識
が
変
容
し
て
い
っ
た
の

多
胎
児
の
誕
生
に
対
す
る
注
目
、
産
児
調
節
、
そ
し
て
人
口
統
計
が
繰
り
返
し
登
場
す
る
テ
ー
マ
と
　
　
　
　
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

2
3

3
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は

じ
め
に

　
子

ど
も
が
生
ま
れ
育
つ
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
ふ
れ
た
出
来
事
で
あ
る
。
に
も
か

か
わ

ら
ず
、
こ
の
出
来
事
は
個
別
に
み
れ
ば
子
ど
も
の
周
り
の
社
会
関
係
に
影
響
を

与
え
ず
に
は
お
か
な
い
。
同
様
に
、
生
ま
れ
る
子
ど
も
の
生
命
の
長
さ
や
扱
い
も
所

与
の
環
境
に

大
き
く
依
存
す
る
。

　
生

ま
れ
る
子
ど
も
の
身
体
の
状
況
や
、
そ
の
子
ど
も
が
望
ま
れ
て
誕
生
し
た
の
か

予

想
外
の
妊
娠
に
よ
る
も
の
か
。
そ
れ
ら
の
条
件
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
は
、
子

ど
も
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
当
事
者
に
と
っ
て
人
生
の
根
幹
に
か
か
わ
る
決
定
的
な
転

機
と
な
る
。

　

国
家
の
視
点
か
ら
み
る
子
ど
も
の
誕
生
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
ろ
う
か
。
国
家

に
と
っ
て
個
別
の
出
産
は
人
口
と
し
て
数
え
統
制
す
る
対
象
と
な
る
。
国
家
は
そ
れ

ら
を
傭
撤
的
な
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
必
要
な
形
に
量
的
に
質
的
に
操
作
す
る
対
象
と

み
な
し
て
い
く
。

　

明
治
期
の
日
本
は
西
欧
を
モ
デ
ル
と
し
た
国
家
主
導
型
の
急
速
な
近
代
化
を
進
め

た
。
第
二
次
世
界
大
戦
敗
戦
後
の
復
興
ぶ
り
も
め
ざ
ま
し
く
、
一
九
七
〇
年
代
ま
で

は

ア
ジ
ア
で
唯
一
、
近
代
化
に
成
功
し
た
国
と
し
て
海
外
の
近
代
化
論
者
の
関
心
を

集
め
て
き
た
。
国
家
の
視
点
か
ら
み
る
日
本
社
会
の
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
は
混
乱
の

少

な
い
極
め
て
統
率
の
と
れ
た
印
象
を
与
え
る
。
と
こ
ろ
が
ひ
と
た
び
視
点
を
個
別

の
人
々

に

お

い
て

み

る
と
、
個
人
は
従
来
の
考
え
方
の
大
き
な
変
更
を
迫
ら
れ
、
さ

ま
ざ
ま
な
混
乱
や
不
安
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
国
家
の
近
代
化
が
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
、
そ
れ
ま
で
国
家
意
識
、
国
民
意
識
を
も
た
ず
に
生
き
て
き
た
人
々
に
国

家
の
概
念
を
も
た
せ
国
民
と
し
て
の
自
覚
を
も
つ
よ
う
に
教
育
す
る
こ
と
で
あ
る
。

人
々
が
そ
れ
ま
で
も
っ
て
い
た
郷
土
意
識
を
日
本
国
と
よ
ぶ
領
土
ま
で
拡
大
す
る
こ

と
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
帝
国
領
土
と
し
て
の
台
湾
、
朝
鮮
、
満
州
ま
で
拡
大
す
る
こ

と
だ
っ
た
。

　
明
治
期
以
降
の
日
本
の
近
代
化
と
は
こ
の
地
理
的
な
意
味
で
領
土
の
拡
大
を
進
め

た
時
代
と
も
い
え
る
。
領
土
の
拡
大
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
は
ま
ず
国
家
意
識
、
国

民
意
識
を
内
面
化
し
た
人
々
を
増
や
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
第
二
次
世
界
大
戦

敗
戦

を
迎
え
る
ま
で
、
日
本
の
国
家
は
国
民
と
「
臣
民
」
を
増
や
す
こ
と
を
目
標
と

し
続
け
た
。

　
富
国
強
兵
と
殖
産
興
業
に
重
点
を
お
き
領
土
拡
大
を
め
ざ
し
た
こ
の
時
代
に
、
性

や

出
産
の
統
制
は
ど
の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
担
い
手
は

ど
の
よ
う
な
意
識
を
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
経
済
と
軍
事
の
両
面
に
お
い
て
人

口

の

確
保
と
増
強
は
極
め
て
重
要
な
関
心
事
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
国
家
政
策
の
対

象
と
な
る
人
々
は
近
代
化
の
過
程
で
そ
の
変
化
を
ど
う
受
け
止
め
、
認
識
し
、
新
た

な
価
値
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
で
は
明
治
後
期
か
ら
昭
和

期
に
発
行
さ
れ
た
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
を
も
と
に
、
性
と
出
産
の
近
代
を
再
構
成
し
、
国

家
に
よ
る
社
会
統
制
が
ど
の
よ
う
な
回
路
と
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
行
わ
れ
た
の
か
を
考

察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

0
〈
生
命
監
視
装
置
と
し
て
の
新
産
婆
〉
と
い
う
視
点
の
再
検
討

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
近
代
衛
生
行
政
は
医
制
の
布
達
（
一
八
七
四
年
）
を
も
っ
て
始
ま
り
と
さ
れ
る
。

し
か
し
医
制
は
東
京
、
京
都
、
大
阪
の
三
府
へ
通
達
さ
れ
た
た
め
、
産
婆
と
は
誰
か

と
い
う
定
義
に
関
し
て
、
一
八
九
九
年
（
明
治
3
2
）
産
婆
規
則
成
立
ま
で
は
事
実
上
、

各
府
県
レ
ベ
ル
の
産
婆
取
締
規
則
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
意
味
で
、
明

治
期
の
免
許
を
も
っ
た
産
婆
は
重
層
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く

そ
の
後
一
九
一
〇
年
（
明
治
4
3
）
に
産
婆
規
則
は
改
正
さ
れ
、
所
定
の
学
校
・
講
習

所
を
卒
業
す
る
と
無
試
験
で
も
資
格
が
取
得
で
き
る
制
度
も
認
め
て
い
た
か
ら
、
近

代
産
婆
の
重
層
的
性
格
は
一
層
増
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、
新
産
婆
あ
る

い

は
近
代
産
婆
〔
西
川
一
九
九
七
〕
を
厳
密
に
定
義
す
る
こ
と
は
予
想
以
上
に
困
難

で

あ
る
が
、
本
稿
で
は
内
務
省
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
産
婆
の
う
ち
、
「
限
地
産
婆
」
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を
除
き
、
近
代
医
学
教
育
を
受
け
た
産
婆
の
意
味
で
近
代
産
婆
と
よ
ぶ
こ
と
に
す

る
。
た
だ
し
、
本
論
で
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
産
婆
と
互
換
的
に
用
い
る
こ
と
に

す
る
。

　
近
代
産
婆
の
絶
対
数
が
不
足
し
て
い
た
時
期
に
、
内
務
省
は
限
地
産
婆
と
い
う
名

称

を
与
え
る
こ
と
で
、
経
験
的
な
知
識
を
も
と
に
各
地
で
事
実
上
産
婆
と
し
て
活
動

し
て
い
た
旧
産
婆
の
営
業
を
認
可
し
て
い
た
。
お
金
を
払
っ
て
子
ど
も
を
取
り
上
げ

て

も
ら
う
習
慣
な
ど
な
か
っ
た
地
域
で
は
、
近
代
教
育
を
受
け
た
若
い
産
婆
は
遠
い

特
別
な
存
在
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
過
渡
的
に
限
地
産
婆
を
認
め
な
が
ら
試
験
制
度

を
課
し
て
近
代
産
婆
を
増
や
し
て
い
く
予
定
で
い
た
が
、
そ
の
数
は
思
う
よ
う
に
増

え
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
一
〇
年
（
明
治
4
3
）
改
正

法
で
無
試
験
で
も
課
程
修
了
に
よ
っ
て
産
婆
資
格
が
取
得
で
き
る
道
を
設
け
た
の
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
ま
で
当
時
は
産
婆
を
増
や
す
必
要
が
あ
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

　
試
験

に
合
格
し
た
産
婆
だ
け
で
は
年
々
増
大
す
る
出
産
に
間
に
合
わ
な
い
と
い
う

の

が
一
つ
の
理
由
だ
ろ
う
。
第
二
の
理
由
と
し
て
、
一
向
に
減
少
し
な
い
死
産
率
と

乳
幼
児
死
亡
率
を
改
善
す
る
こ
と
を
国
家
の
急
務
だ
と
し
て
い
た
背
景
が
あ
る
。
堕

胎
が
犯
罪

と
し
て
規
定
さ
れ
た
の
は
一
八
八
〇
年
（
明
治
1
3
）
に
制
定
さ
れ
た
刑
法

に
お
い
て
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
九
〇
七
年
（
明
治
4
0
）
に
は
改
正
刑
法
が
公
布
さ
れ

翌
年
、
施
行
さ
れ
、
以
降
、
堕
胎
の
厳
罰
化
が
進
む
〔
藤
目
一
九
九
八
〕
。

　
つ

ま
り
内
務
省
が
目
的
と
し
た
の
は
妊
娠
や
出
産
の
場
に
産
婆
を
よ
り
多
く
介
在

さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
第
一
に
母
親
の
命
を
、
第
二
に
子
ど
も
の

命
を
守
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
出
産
の
場
に
近
代
産
婆
が
介
在
す
る
こ
と
で
堕
胎

や
嬰
児
殺
の
減
少
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
第
三
の
目
的
は
、
出
産
を
通
じ
て
産
家
に
関
わ
る
産
婆
が
、
一
般
の
人
々

に
衛
生
観
念
を
普
及
し
、
育
児
に
関
す
る
啓
蒙
を
通
し
て
「
健
民
」
育
成
に
関
わ
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
宮
坂
靖
子
は
「
『
お
産
』
の
社
会
史
」
に
お
い
て
産
婆
を
次

の

よ
う
に
性
格
づ
け
て
い
る
。

　

間
引
き
は
…
…
お
産
同
様
ト
リ
ア
ゲ
婆
が
関
与
し
て
い
た
。
…
…
こ
れ
に
対

し
、
新
産
婆
に
と
っ
て
は
、
お
産
は
、
「
新
た
な
生
命
が
生
ま
れ
て
く
る
神
聖

な
も
の
」
で
あ
り
、
間
引
き
こ
そ
は
撲
滅
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
「
悪
習
」
で
あ
っ
た
。

　
彼
女

た
ち
は
…
…
産
ま
れ
て
く
る
す
べ
て
の
こ
ど
も
の
生
存
権
確
保
に
大
き

な
貢
献
を
果
た
し
た
。
し
か
し
見
方
を
変
え
れ
ば
、
こ
れ
は
「
妊
娠
の
確
認
」

を
「
産
み
育
て
る
こ
と
の
宣
言
」
に
ま
で
格
上
げ
し
、
妊
娠
確
認
以
降
の
堕

胎
、
間
引
き
を
監
視
す
る
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、

確
実
な
避
妊
法
の
な
い
時
代
に
あ
っ
て
、
出
生
抑
制
へ
の
道
を
狭
隆
化
す
る
こ

と
に
荷
担
し
た
の
で
あ
っ
た
〔
宮
坂
一
九
九
五
、
一
〇
〇
頁
〕
。

　

こ
こ
に
登
場
す
る
新
産
婆
（
近
代
産
婆
）
は
旧
産
婆
（
ト
リ
ア
ゲ
婆
）
と
は
対
照

的
で
か
つ
不
連
続
の
存
在
と
し
て
類
型
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
新
産
婆
は
国
家
の
意

志

を
内
面
化
し
た
存
在
で
あ
り
、
堕
胎
や
間
引
き
を
監
視
す
る
存
在
と
な
る
。
宮
坂

は
こ
れ
を
さ
し
て
〈
生
命
監
視
装
置
と
し
て
の
産
婆
〉
と
よ
び
、
そ
の
典
型
例
と
し

　
　
　
　
（
2
）

て

笹
川
ミ
ス
が
著
し
た
『
産
婆
十
三
戒
』
を
挙
げ
、
「
国
家
の
政
策
が
末
端
の
産
婆

教
育
に
ま
で
浸
透
し
て
い
た
こ
と
」
の
例
証
と
す
る
。

　
い

う
ま
で
も
な
く
近
代
産
婆
は
性
と
出
産
の
近
代
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た
。
強
い
職
業
的
使
命
感
を
も
っ
て
、
産
家
に
赴
き
、
放
置
す
れ
ば
母
体
死
や
胎

児
死
が
起
こ
る
局
面
に
お
い
て
母
子
あ
る
い
は
母
の
命
を
救
う
な
ど
し
て
、
人
々
の

信
頼

を
勝
ち
得
て
い
っ
た
〔
大
出
二
〇
〇
三
〕
。
笹
川
ミ
ス
の
場
合
は
初
期
の
近
代
産

婆
教
育
を
受
け
、
医
師
が
産
婆
学
校
を
去
っ
た
後
、
学
校
を
維
持
す
る
た
め
に
自
分

自
身
が
新
潟
に
お
い
て
初
期
産
婆
教
育
に
携
わ
っ
た
。
笹
川
の
残
し
た
『
産
婆
十
三

戒
』
に
は
確
か
に
ス
ト
レ
ー
ト
な
国
家
意
識
を
指
摘
で
き
る
〔
大
出
二
〇
〇
〇
〕
。
し

か

し
、
産
婆
教
育
に
携
わ
っ
た
女
性
一
人
か
ら
産
婆
の
性
格
を
規
定
す
る
こ
と
に
は

無
理
が
あ
る
。

　
妊
娠
や

出
産
の
場
に
産
婆
が
介
在
す
る
た
め
に
は
前
提
が
必
要
で
あ
る
。
妊
娠
は

ま
ず
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
出
産
の
場
に
産
婆
が
招
聰
さ
れ
な
け
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れ
ば

な
ら
な
い
。
産
婆
は
産
家
か
ら
の
依
頼
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
産
家
を
訪
問
す

る
。
そ
れ
な
し
に
生
命
の
誕
生
に
産
婆
が
立
ち
会
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
産
婆
は

「
生
命
監
視
」
を
す
る
の
に
有
利
な
立
場
に
あ
っ
て
、
医
師
と
同
様
に
死
産
証
書
や

出
産
証
明
を
書
い
て
届
出
す
る
義
務
を
所
有
し
て
い
た
と
い
う
意
味
で
は
、
監
視
者

に
な
り
う
る
。
し
か
し
、
そ
の
業
務
の
遂
行
を
と
ら
え
て
近
代
産
婆
の
本
質
と
み
な

す
こ
と
は
現
実
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
本
論
で
は

こ
の
問
い
を
展
開
さ
せ
、
妊
娠
・
出
産
を
監
視
し
、
性
と
出
産
の
近
代

を
統
制
し
た
の
は
誰
か
、
ど
の
よ
う
な
仕
組
み
を
通
し
て
だ
っ
た
の
か
と
い
う
問
い

に
変
換
す
る
。
そ
れ
を
縦
軸
と
し
て
、
性
と
出
産
の
統
制
と
そ
の
回
路
を
考
察
し
て

い
く
こ
と
に
す
る
。

②
近
代
産
婆
と
医
師
の
関
係

　
藤
目
ゆ
き
は
『
性
の
歴
史
学
』
に
お
い
て
、
明
治
政
府
に
よ
る
「
助
産
業
の
国
家

統
制
」
は
人
口
政
策
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
近
代
の
産
婆
（
「
新

産
婆
」
）
は
、
堕
胎
の
禁
圧
・
乳
児
死
亡
率
の
低
減
に
よ
っ
て
人
口
を
増
強
し
よ
う

と
す
る
為
政
者
の
意
図
に
よ
っ
て
成
立
し
発
展
し
た
職
業
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
」

と
述
べ
て
い
る
。
一
見
す
る
と
、
宮
坂
に
よ
る
近
代
産
婆
の
性
格
規
定
と
重
な
る
よ

う
だ
が
、
藤
目
は
近
代
産
婆
の
育
成
が
国
家
統
制
と
し
て
の
「
人
口
政
策
の
一
環
」

だ
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
産
婆
が
実
践
し
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
の
で
は

な
い
。
職
業
的
に
急
速
に
発
展
す
る
産
婆
は
確
か
に
国
家
の
期
待
を
背
景
と
し
て
い

た
が
、
後
に
見
る
通
り
、
実
は
そ
の
期
待
か
ら
は
み
出
す
と
こ
ろ
に
産
婆
の
基
本
的

な
性
格
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
職
業
化

し
た
産
婆
（
取
上
婆
）
は
江
戸
時
代
に
も
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、

冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、
国
家
が
産
婆
に
関
す
る
職
能
規
定
を
は
じ
め
て
行
っ
た
の

は

医
制
で
あ
る
。
医
制
は
一
八
七
四
年
（
明
治
7
）
に
文
部
省
か
ら
東
京
、
大
阪
、

京
都
の
三
府
へ
布
達
さ
れ
た
。
医
制
の
第
五
〇
条
か
ら
五
二
条
に
お
い
て
規
定
さ
れ

た

産
婆
と
は
、
四
〇
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
、
産
科
医
の
眼
前
で
難
産
二
人
、
平
産

（正
常
産
）
を
一
〇
人
取
り
扱
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
を
証
明
す
る
医
師
の
出
す

「
実
験
証
書
」
を
も
っ
て
い
る
も
の
と
さ
れ
た
。
五
一
条
と
五
二
条
に
は
こ
の
よ
う

な
能
力
規
定
と
と
も
に
、
次
の
よ
う
な
取
締
規
定
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
医
師
の
指

示
を
得
ず
し
て
勝
手
に
手
を
下
し
て
は
い
け
な
い
、
産
科
器
械
を
使
用
し
て
は
い
け

な
い
、
薬
を
処
方
し
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
現
場
で
は
医
師
の
指

示
の

も
と
で
助
産
活
動
を
行
う
こ
と
を
原
則
と
し
、
し
か
も
助
産
技
術
の
能
力
証
明

は
医
師
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
〔
大
出
二
〇
〇
三
〕
。

　

こ
の
医
制
に
よ
る
規
定
が
医
師
と
産
婆
の
社
会
関
係
に
お
け
る
基
本
的
性
格
を
形

づ
く
る
こ
と
に
な
る
。
医
制
か
ら
二
五
年
が
経
過
し
た
一
八
九
九
年
（
明
治
3
2
）
産

婆
規
則
が
制
定
さ
れ
た
。
二
〇
条
か
ら
な
る
こ
の
勅
令
は
産
婆
だ
け
を
対
象
と
し
た

は
じ
め
て
の
国
家
的
統
一
規
則
で
あ
っ
た
。
近
代
助
産
の
歴
史
の
出
発
点
を
産
婆
規

則
の

制
定
の
年
と
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
近
代
的
教
育
に
基
づ
き
試
験
に
よ
っ
て
そ

の

能
力
を
証
明
す
る
と
い
う
仕
方
に
お
い
て
、
経
験
的
技
術
的
能
力
だ
け
を
産
婆
の

条
件
と
し
た
医
制
と
区
別
さ
れ
た
近
代
産
婆
が
誕
生
し
た
。
産
婆
規
則
で
は
産
婆
に

な
る
た
め
に
は
、
二
〇
歳
以
上
の
女
子
で
産
婆
学
を
一
年
学
び
試
験
に
合
格
す
る
こ

と
が
条
件
と
な
っ
た
〔
大
出
二
〇
〇
六
〕
。

　

産
婆
の
養
成
を
国
家
が
官
立
病
院
付
属
産
婆
学
校
と
い
う
形
で
行
う
だ
け
で
は
明

ら
か
に
不
足
し
て
い
た
か
ら
、
明
治
期
に
は
近
代
西
洋
医
学
を
学
ん
だ
医
師
に
よ
つ

て

民
間
の
産
婆
学
校
が
設
立
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
も
近
代
産
婆
は
数
多
く
誕
生
し
、

徐
々
に
そ
の
数
を
増
や
し
て
い
っ
た
。
産
婆
規
則
制
定
時
、
登
録
さ
れ
た
産
婆
は
お

よ
そ
二
五
、
○
○
○
人
程
度
だ
っ
た
が
（
「
限
地
産
婆
」
を
含
む
）
、
そ
の
後
、
産
婆

の

数

は
増
え
続
け
一
九
四
〇
年
代
に
は
約
六
〇
、
○
○
○
人
を
超
え
る
に
至
り
、
当

時
の
医
師
総
数
と
ほ
ぼ
同
程
度
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
量
的
拡
大
と
と
も
に
、
都
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

を
中
心
と
し
た
医
師
に
よ
る
正
常
産
へ
の
越
境
が
起
こ
っ
て
き
た
。
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③
『
助
産
之
栞
』
か
ら
み
る
性
と
出
産
の
近
代

（
1
）
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
『
助
産
之
栞
』
の
性
格
と
比
較
す
る
二
つ
の
時
期

　

明
治
期
の
国
家
主
導
に
よ
る
急
速
な
近
代
化
の
中
で
、
人
々
は
そ
れ
ま
で
あ
た
り

ま
え
に
思
っ
て
い
た
行
動
様
式
や
常
識
を
変
容
さ
せ
、
新
た
な
価
値
や
規
範
に
適
応

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
恋
愛
、
親
子
関
係
、
夫
婦
関
係
も
同
様
で
あ
る
。

生

き
ら
れ
た
現
実
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
性
と
出
産
の
近
代
が
ど
の
よ
う
に
進
行
し

た
の
だ
ろ
う
か
。
近
代
化
を
推
進
す
る
側
は
こ
れ
ら
の
統
制
を
ど
の
よ
う
に
進
め
た

の

か
。
メ
デ
ィ
ア
は
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た
の
か
。
性
と
出
産
の
統
制
が
行
わ
れ
て

い
く
過
程
で
、
〈
生
命
の
監
視
装
置
〉
は
誰
が
担
っ
て
い
た
の
か
。
疑
問
は
様
々
に

広
が
る
。

　
本
論
で

は
、
産
婆
の
教
育
を
第
一
の
目
的
と
し
て
半
世
紀
に
わ
た
り
刊
行
さ
れ
た

雑
誌

『助
産
之
栞
』
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
統
制
し
て
い
く
ま
な
ざ
し
、
監
視
的
介

入

に
着
目
し
、
関
連
す
る
記
事
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

こ
こ
で
、
本
論
が
対
象
と
す
る
『
助
産
之
栞
』
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
を
し
て
お

く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
雑
誌
は
『
日
本
産
科
学
史
』
と
い
う
著
書
で
も
知
ら
れ
る
産

婦
人
科
医
師
の
緒
方
正
清
（
一
八
六
四
ー
一
九
一
九
）
が
主
催
す
る
緒
方
病
院
助
産

婦
学
会
（
一
九
〇
四
年
七
月
か
ら
緒
方
助
産
婦
学
会
と
名
称
変
更
）
が
一
八
九
六
年

（明
治
2
9
）
に
創
刊
、
一
九
四
四
年
（
昭
和
1
9
）
四
月
に
終
刊
す
る
ま
で
ほ
ぼ
休
ま

ず
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
出
版
し
た
月
刊
の
学
会
誌
で
あ
る
。
学
会
員
は
関
西
を
中
心

と
し
た
産
婆
が
ほ
と
ん
ど
を
し
め
る
が
、
医
師
も
含
ま
れ
る
。
執
筆
者
は
医
師
が
中

心
で

あ
る
が
症
例
報
告
で
は
産
婆
も
少
な
く
な
い
。
本
論
が
対
象
と
す
る
の
は
主
と

し
て
こ
の
月
刊
誌
の
う
ち
「
雑
報
」
（
時
期
に
よ
っ
て
「
内
外
彙
報
」
な
ど
名
称
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

変
わ

る
場
合
も
あ
る
）
で
あ
る
。
記
事
が
広
い
意
味
で
出
産
に
関
連
し
、
女
性
・
子

ど
も
・
皇
室
に
か
か
わ
る
出
来
事
を
中
心
に
扱
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　
「
雑
報
」
の
う
ち
、
明
治
末
期
と
大
正
末
期
の
二
期
に
つ
い
て
ニ
ュ
ー
ス
の
比
較

を
す
る
。
前
者
は
一
九
二
年
（
明
治
4
4
）
～
一
九
一
四
年
（
大
正
3
）
の
四
年
間

で

あ
り
、
便
宜
的
に
第
－
期
と
よ
ぶ
。
後
者
に
つ
い
て
は
一
九
二
三
年
（
大
正
1
2
）

～
一
九
二
七
年
（
昭
和
2
）
の
五
年
間
と
し
、
こ
れ
を
第
n
期
と
す
る
。
こ
の
時
期

の

妊
娠
・
出
産
・
子
ど
も
に
関
わ
る
記
事
を
取
り
出
し
、
第
－
期
は
表
1
に
、
第
H

期
は
表
2
に
タ
イ
ト
ル
一
覧
と
し
て
ま
と
め
た
。

　
第
－
期
は
『
助
産
之
栞
』
に
お
い
て
特
異
的
に
〈
悪
い
ニ
ュ
ー
ス
〉
が
頻
出
し
た

時
期
で
あ
り
、
こ
れ
が
第
－
期
を
本
論
の
分
析
対
象
と
し
て
選
定
し
た
理
由
で
あ

る
。
そ
の
特
異
性
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
第
H
期
を
対
照
さ
せ
る
。
第
H
期

に
お
け
る
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
の
洗
練
さ
れ
た
ス
タ
イ
ル
と
方
向
性
の
意
味
も
こ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

二

つ
の
時
期
の
比
較
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

　
第
－
期
と
第
H
期
を
比
較
し
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
列
挙
す
る
と
以
下
の
通
り

で
あ
る
。

　
（
a
）
　
第
－
期
に
は
〈
悪
い
ニ
ュ
ー
ス
〉
が
頻
出
し
、
そ
れ
ら
は
特
に
嬰
児
殺
と

　
堕
胎

に
関
す
る
記
事
に
集
中
し
て
い
る
。

　
（
b
）
　
嬰
児
殺
と
堕
胎
の
現
場
に
は
警
察
と
司
法
が
顕
在
化
す
る
。
と
り
わ
け
取

締
機
能
を
も
つ
警
察
は
事
件
当
事
者
の
み
な
ら
ず
、
関
与
し
た
医
師
や
産
婆
に
対

　
し
て
も
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
。

　
（
c
）
　
第
－
期
に
お
け
る
〈
悪
い
ニ
ュ
ー
ス
〉
と
同
一
紙
面
に
は
、
皇
族
の
妊
娠
・

出
産
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
紙
面
構
成
は
第
H
期
に
は
み
ら
れ
な
い
。

　
（
d
）
　
〈
悪
い
ニ
ュ
ー
ス
〉
に
代
わ
り
、
第
H
期
で
は
多
子
・
多
胎
に
関
連
す
る

記
事
が
よ
り
多
く
登
場
す
る
。

　
（
e
）
　
統
計
情
報
と
欧
米
中
心
の
海
外
情
報
は
第
－
期
に
も
登
場
す
る
が
、
第
n

期
で
は
飛
躍
的
に
情
報
量
と
回
数
が
多
く
な
る
。

　
（
f
）
　
キ
ー
ワ
ー
ド
に
注
目
す
る
と
、
第
－
期
と
第
n
期
を
通
じ
〈
国
民
〉
〈
国

家
〉
〈
臣
民
増
殖
〉
が
〈
台
湾
〉
〈
朝
鮮
〉
〈
満
州
〉
と
と
も
に
医
師
や
知
識
人
の

言
説
に
登
場
す
る
。
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表1　『助産之栞』における妊娠・出産・子どもに関わる雑報記事一覧（明治末期～大正初期）

出版年月 号数 記事タイトル

明治44年6月 181号 無免許産婆の拘引 慈善愛生産院の設置

明治44年7月 182号 産婆の処罰（無免許者への名義貸

し

航海中の出産一悲劇中の喜劇一

明治44年8月 183号 無免許で産婆営業 大阪市の出産と死亡数 無料の助産 各国産婆報酬

明治44年9月 184号 各国産婆報酬 新潟縣下恩賜財團濟生會の成立
（並に産婆学校の救療事業）

新潟県下に於ける助産婦取扱成績 志摩国出産奇習 二四指の産児［大阪朝日新聞和歌

山通信8月23日］

明治44年10月 185号 産婦を焼殺す 胴と手とを産落とす 二組の無免許産婆 お産で死ぬ人 大都市における出産減少（ドイッ）

明治44年11月 186号 驚くべき悪産婆 西洋夫人と日本婦人とのお産の比較

一 西洋人は馬鹿に永くかかる一

前年中に於ける海外衛生の状況報

道

明治44年12月 187号 神社内で出産 不注意なる母親 乳汁の出る老爺［私通］

明治45年1月 188号 大川に赤児の屍 嬰児殺公判［私通］ 哺乳期双児を殺す 妊婦路頭に迷ふ一夫に別れて堕落

した女［私通］

明治45年2月 189号 乳房で殺す 添乳で窒息 嬰児を圧殺して大堰川へ沈める

明治45年3月 190号 三児の分娩 曹長子を殺す 一 人の子に二つの名 児殺し決審 又もや乳房で圧殺

明治45年4月 191号 妊婦人名簿（山陰特有の珍な帳面） 知らぬ聞に死児　　　　　　　　　　　　．・・L．．．．． 産婆林和歌の慈善金詐欺 塵箱に捨児 初孫殺 嬰児殺決審

　’嬰児を煮殺す 双子の堕胎
．．．．． ．．’．．．．．

無免許産婆 鬼のような親 　　’哀れな嬰児殺し

明治45年5月 192号 珍無類の乳房 箱詰の嬰児死体　　　P「「．．．．「．． 嬰児の首を捻切る 無残の屍髄 此子宜しく願い候 他殺の女児死題
・」．・．．．．「

嬰児の死饅・・．．．．．．「．．．．「「「．．．．．i・．．．

嬰児殺有罪

女工産児を殺す　　　　　　　　　」」．．．．．．．．．．「「、．．．． 妊婦殺は無罪か 渋紙包の胎児 妊婦の櫟死
嬰児殺有罪　　　．．’」．

明治45年6月 193号 捨てた子拾た子一喜劇にありさうな

珍談一

産婆の毒薬自殺一医者の内で昇禾

を嚥む

妊婦の情死 結婚一ヶ月にて分娩一産んだ其の子

を剛に捨つ一

親の知らぬ子 電車へ捨子

　．．．．「「．「、、．’’”・・．．．．．．．．．．．．．．、’”L・…．．．．．．．．．．．．．．

乳房で圧死「「．．．．Pメ嬰児殺し決審（内縁の妻の子を生

計困難のため圧殺した大工）

　　　A．A．．A．．．．．．．．．．．．「、．「．．

椚着の嬰児

　　　　　．T、．、．、．．

溝に嬰児の死髄（分娩後圧殺し溝

に投棄）

山中児殺し判決
　　　　　　　　　　．1「－．．．
膀緒の附し屍饅

　　　　　　　　　　　L國L．．．．．．．．
他殺らしき嬰児 揚女官の分娩期 児童保護伝達（交通事故）

　　．・」」．．．．．．．．．．．．．．

　　　　　　”憐な嬰児殺し一堕胎を企って果さず一

　　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

　　’招魂祭中の出産一師団長へ命名を
乞う　　　　　　　　　　　　　．．．．．．．．．．．．．、．．．．

．．、．．．．．”・結婚法の改正

L・」．．．．．．．．．．．「「「「「．．．．　．．メ・’・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．’．

押入から木伊乃一五年前の嬰児の

死饅発見

明治45年7月 194号 八十一歳の犯則産婆 驚くべき棄児 子供の娯楽過多症一都会における

子供の娯楽機関の得失

哀れな妊娠女一夫に棄られて（ママ）
礫死を図る　㎡．．T、、．．．．．．”．．」．．．．．．．ゴ．．T．「T「．．．．．．L・」．．．．r．．．．「T「．．．

嬰児殺しの嫌疑一死因及び生月が

疑はし

妊娠の妾を蹴倒す

「、、．’．’…．．．．．．．．．．．．．．．「「．．’．．L’・」・．．．．．．．．．．．．「．．

鬼婆の堕胎

　　　　　　　　　　　　．．”メ

便所に赤児

　　　　　　　　．A．．．．A．A」．．．「．「．、．、．．．．

継子の熱湯責め一妊娠四箇月の継

母

嬰児を産み殺す

　㎡”
妊婦、船より投身一不義した果の自

殺か　　’

寡婦と七人の幼児

お寺で堕胎・」」．．．．．．．．「．．．．．’．．．．．．「 日本一の赤ん坊 幼児の横死 果敢ない子の死態　　　　　　　　　　　　メ 開業医なき町村 奔馬、少女を蹴倒す

繊悔の投身（二人の妊婦） 便所で分娩 （一会員より）

明治45年8月 195号
嬰児殺し検証　　　－「．．．．

車庫前の棄児 堕胎犯の処刑 嬰児鼠に咬殺さる 便所で御産　　　　　　　　　　　　　．．’．’
チン妙な崎形児．「「「．．．．．．’’’”・・．．．．．．．．「「「「．．．．

風呂敷包の嬰児の死饅 孕み女房首を吊る 改元三日目に双児一母子ともに健全

で嬉しい一

大正1年9月 196号 先帝陛下と中山寺の鐘の緒一御安

産の御着帯を献す

珍な船中の子の命名 乳房で窒息（五箇月児）

大正1年10月 197号 助産乃栞十五周年記念号 （助産婦と刑法）

大正1年11月 198号 無料助産所を経営す 胞衣はどうなるか一衛生課でr寧に

処分する

［囲み記事］（皇室出産、命名4件）

「．．A．．．．・．．．．．．．．．．．．「「

妊み女の礫死［私通］

　　　　　．．．．「．「「

妊娠したる女水死〔私通］

i．．．．．．．．．．．」．．．．．．．．．．．．．．．「「「「．

妊婦に暴行

　　　　．．．．．．－．．

淫奔娘の子殺し［私通］
　．．．、「．．、．

途方に暮れた妊婦

大正1年12月 199号 堕胎避妊を痛罵して起った多産団

［フランスの堕胎・避妊の現状と対

策］

嬰児の窒息

　　　　　　　　　．．．「「－．「．．．．．．A．」國」．．．

無免許産婆

「．．．．．・」．．．．．

嬰児を贈物

三つ児を産む

　　　　　　’メ

出産のレコード破り△何度でも三つ

児を産む［北アメリカユ

堕胎の弊風

蜜柑畑に堕胎児 胞衣取扱事業の概要 結婚季節来る一婚礼調達のデパート

メント

大正2年1月 200号 新らしい女と乳児科一竹野ドクトルの

土産話（ドイツから帰国）

便所の出産

　　　　　．「．．．．「「、．．．．．．．」・．．．．．

お多福の看板　△無免許の産婆 猫嬰児を咬殺す

　P

嬰児の窒死

　　　　　　　．．A・・．．．．．．．．．．．．．「．．．．

赤子の窒死

　　　　　　　　．．…．．．．．．．．．．．．．「「「「「’・・　　　　　　　「「「．．．．．．．．．．丁
炬燵嬰児を殺す 乳房で窒息 嬰児の窒息 出産及び結婚と広告

oo
N
∩
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大正2年2月 201号 三つ児を生む 捨児と死児［胎児遺棄・添乳圧死2
件］

添乳中に死亡 嬰児の窒息 便所で女の聲 嬰児の死因

　　　　　　　　　　　　　．．、、「
不義の子の生埋 乳房で圧死［2件］

．A．．．．

大正2年3月 202号 胞衣汚物取扱事業成績（大正元年

十二月中）

教員の不妊と過妊 炬燵で窒息 布団で圧死す 同じく圧死（過失殺人罪に擬せらる） 如月の夜の棄児

乳房（で窒息死） 三つ児を産む
」ALAA．．．．A．．．A．．．． ．．、．． ．A．A．．「．．．．

大正2年4月 203’号 安産湯 次は安産護符の発売で名称は 池田公爵夫人難産 堕胎児を売る一買手は癩病の資産

家

絞殺した嬰児一死饅を解剖に付す 嬰児死饅の解剖

雪隠で分娩一哀れ嬰児の絶息
　　　　．．、．、．．

縣麗の堕胎教唆一胎児は婦人科医

の参考［私通］

牛の児を産む 産婆自殺を謀る一原因は神経過敏 永湯（ママ）で子の死亡 嬰児を窒息せしむ

又も小児の窒息 女医会設立
　．．A．「．．．．．A．．．．

疑はしい産児の死一目下死屍取調

中

．．．．．．．．．．．

無類の崎形児
　　　　　　．．．．．．．．．
乳房愛児を殺す

大正2年5月 204号 三児の分娩 五島沖で安産 全村堕胎犯一淫風猛烈なる飛騨の

山奥

赤児の首を打落として鮮血を畷る 初子を窒息 悪い産婆

　　　　　　　　　　　　　．．”．
腐乱せる嬰児の死饅 炬燵で窒息 母の不注意

　　　　　　　　．．「．「．．「．．．．．．．－「．

乳房で窒息
　　　　　　　　．A．．．．
饅子鑑定（妊娠鑑定所）

大正2年6月 205号 ［緒方助産婦教育所卒業式記事］

大正2年7月 206号 嬰児の怪死盟 美人嬰児を毒殺す一淫奔で胎した

因果の胤

妊娠芸妓の投身 十人子持三児を産む（親子四人共

壮健）

乳房で殺す

　　　　　　　　　　　　　．．、、

嬰児の屍饅

嬰児を圧殺す 乳児展覧会［国外］
　　．．、．．．．、．．．．、．

受胎出産と其の季節 朝鮮妊娠郡

大正2年8月 207号 竹田宮妃御安産〔囲み記事〕 危険な無免許産婆 十歳の少女妊娠 崎形児産る 十二歳の少女男女の双児を産む 竹田宮王女御命名〔囲み記事〕

大正2年9月 208号 八十一翁と十四娘 怪しき嬰児死饅 男風した看護婦

　　　　　　　　　　　　　　．．

嬰児殺の結審 航海中十四名の出産一乗組中に産

婆あり

珍な子賓村［大阪毎日新聞8月18
日］

婦人科専門加太の淡島 堕胎犯の逮捕（静岡按摩）
　　．．AA．．．．．．「．．．．．．．．「．「「閲「．．．r－．「「．．．T．「．．

乳房で殺す
．．．．．．．．

人鬼（我が子を圧死せしめた母）

大正2年10月 209号 産婦自殺を遂ぐ 堕胎の鬼婆 線路に這う嬰児 嬰児の死饅漂着 嬰児殺し発覚 孫を生埋にす

大正2年11月 210号 五年間に四十四の堕胎 赤ン坊の生埋 崎形児生る一両足が後向きは珍しい

崎形児

泉北の堕胎 妊婦二人の児と投身す 十一歳の少女雄娠す一易々と女児
を分娩す　　　　　　　　　　　　　．「1「「「「

罎詰の胎児を拾ふ 孕女の礫死［私通］ 妊娠を知る新法一伝染病研究所の

研究会

資産家胎児を堕さす一病院から犯

罪の美人を引致

乳房の為に圧死

大正2年12月 211号 親王御着帯式〔囲み記事〕 初産に三児一三色の珠を得たとの評

判

鬼婆は三年

　　　．．、．．．．、、．、．

三日間を寝に嬰児 乳房児を殺す一過失か故意か取調

中

主水翁の命名法一長女の名前は妙

蘭子

親王御命名式〔囲み記事〕 壮健な子供は何月に生まれるか〔囲

み記事〕

．．「．．．．

大正3年1月 212号 稀有の子宮癌一遺言によって解剖す 嬰児の窒息 産児を掴み殺す一十六娘が淫奔の

結果

男児子を産む一東西古今絶無の椿

事

王女子御誕生〔囲み記事〕 王女御命名式〔囲み記事〕

崎形児現はる 雪隠から嬰児
．．・．L」・．」・」’LL’・・」L・・．．． ．．、．

大正3年2月 213号 出産の新記録一電車の中で男の児 産婆逆児を引出す 窒息死［乳房］ 又復乳房の罪 大隈伯と子安観音一亡き母堂を追懐

す

産婆も御間に合はぬ程の御安産一

王男児御誕生の御事

大正3年3月 214号 三児を産む 嬰児の変死 塵箱に捨児 支那婦人嬰児を圧殺して捨つ 炬燵が危い

　　．．「「．．．「．．．．

投身して安産一産婆二人手持無沙

汰

嬰児の窒息 混血児の捨子
　　　　　　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

嬰児の窒死

大正3年4月 215号 西宮の嬰児殺 交番で安産 鬼の如き女嬰児を絞殺する 産婦の投身 寒夜に児を棄つ 春は棄児が一番多いときだ

大正3年5月 216号 後年の相続争を憂ひ嬰児を殺す一

後妻との間に出来た男児

蒲団で窒息す 乳房で窒息 妊婦の為（富山赤卜字病院無料で

妊婦・産婦取扱）

産落した子を殺す （本誌の改良について　小野利教）

大正3年6月 217号 不将産婆な［無免許産婆の営業］ 歌島村の堕胎一嬰児を便所に産落

とす［私通］

小児嬰児を殺す［就寝中の6男が5

男の足で窒息死］

温泉で堕胎［私通］

大正3年7月 218号 角の生えた女児

大正3年8月 219号 四足の崎形児 産婆村営の実例

大正3年9月 220号 緒方婦人科レフエラート会と助産婦

学会〔講演会要録〕

大正3年10月 221号 木曜講演会（助産婦学会会員に限

り参聴随意）〔後援会要録〕

大正3年11月 222号 口のない嬰児 乳房で窒息 小女嬰児を殺す［私通］ 児童学大会
ひN
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表2　『助産之栞』における妊娠・出産・子どもに関わる雑報記事一覧（大正末期～昭和初期）

出版年月 号数 記事タイトル

大正12年1月 317号 電車の降り際に子を生む 学校衛生上の建議 大阪市内の死亡と出産数

大正12年2月 318号 内務省調査の乳児死亡 神戸市と嬰児 子福者優待の請願

大正12年3月 319号 英国に於ける産児制限運動 妊産婦相談所設置 産婆を訴ふ一生児を盲にしたと 北海道の産婆保護　　　　　　　　　　　．．、．． 填国の産婆 大阪市の人口出産死産及び結婚数

結婚数八千一前年に比べて三百組

の減少

大正12年4月 325号 産児奨励團生る 五つ児の出生

大正12年5月 326号 米国の母性及乳児の保護

大正12年6月 327号 ジェンナー氏百年祭 男の三つ児

大正12年7月 328号 四児の分娩 兵庫県下の人口と医師と産婆の割

合

列車内で分娩 母親の労働と子供

大正12年8月 329号 仏国に於ける堕胎処罰令の改正 産婆試験に関する調査 乳児の死亡率 子供を気にかける仏蘭西国

大正12年9月 330号 交番へ駆込んで安産 安産が二十三名（震災避難先救護

所での出産）

大正12年10月 331号 地震に因む子供の名 （緒方助産婦教育所卒業式関連記事）

大正12年11月 332号 二度に三児を産む

大正12年12月 333号 産婦や嬰児に畏いお言葉 光栄ある行子啓子 今年中に味はった人の夜の喜び悲

み

バラックと児童の健康 小学児童衛生通牒

大正13年1月 334号 堺市の乳児死亡率 産婆の私為医業犯

大正13年2月 335号 めでたい出産 新工場法施行令と母性保護 昨年中の神戸市死産児 日本一の子福者

大正13年3月 336号 大阪市の人口百三十六萬人 サンガー女史結婚 兵庫県の産婆試験 短艇から嬰児

大正13年4月 337号 尼崎市人日動態 （緒方看護婦教育所第五回卒業式関連記事）

大正13年5月 338号 子どもの護神 四児産む 大阪府下の出生と死亡 小児死亡の原因調査

大正13年6月 339号 故緒方正清博士胸像除幕式関連記事 減って来た大阪市の乳児死亡 産婆看護婦と植民地 妊産婦保健増進施設調査

大正13年7月 340号 緒方助産婦教育所別科第五拾九回卒業証書授与式関連記事

大正13年8月 341号 列車内で分娩 誤れる乳児の栄養法 大阪市内の棄児

大正13年9月 342号 東京市に於ける生産調査 西宮町の出生統計

大正13年10月 343号 緒方助産婦教育所同窓会と会旗 米国母親教育

大正13年11月 344号 産婆規則改正建議 愛国婦人会の産院落成

大正13年12月 345号 京都府胞衣取締規則の制定 大邸の助産婦卒業式挙行 全村を挙げて堕胎村 加奈陀信仰療法調査

大正14年1月 346号 最近の帝国人口五千九百十四萬人 子福長者の楽しい旅 同仁園の助産院 子を生むやうに（福島県不妊夫婦に

対する子を授ける儀礼）

大正14年2月 347号 子供の保健に全力を注ぐ欧州の状

況

盲人は逐年増加 山形県下の出産率と産婆比例 東京市深川区の助産料金 模範産婆表彰 東京市産院開院の運び

大正14年3月 348号 死産児は八．九月頃に多い 児童保護の婦人巡査（英国）

大正14年4月 349号 東成郡産婆会より感謝状 大阪府産婆連合 産児制限反対

大正14年5月 350号 緒方助産婦教育所卒業式関連記事 モグリ産婆五十名 女教師の出産前後休養

大正14年6月 351号 子供が十九人

大正14年7月 352・号 緒方助産婦教育所別科第六拾一回卒業式関連記事 多産奨励の仏国の懸賞 音響と消化不良 陰毛剃去に対する抗議（英国）

大正14年8月 353号 恵まれぬ階級の妊産婦保護の為め

に活躍する東京日々無料助産事業

有職妊婦の為めに 結婚と健康証明書（独逸）

大正14年9月 354号 健康保険と結婚検査（和蘭） 産児調節説教（英国） 妊娠の強制届出（仏蘭西） 看護婦月経時の注意書（オーストリ
ア）

大正14年10月 355号 国際児童保護大会の開催 女教員の産前後休養調査

大正14年11月 356号 産婆国際学会 大阪市産婆会の御安産祈祷 有職母性の保護（チリ） 産児制限に反対（米国） インドの少女結婚 逓信女子従業員お産の保護

大正14年12月 357号 皇孫の御名にあやかる赤坊 公設の産婆 米国オハヨー州の出産（五十九歳で

出産）

大正15年1月 358号 緒方助産婦教育所別科第六十二回卒業式関連記事 静岡日赤支部産院建設

大正15年2月 359号 産前産後急用の通牒　　　　　　　　　　　　　　　出産率の激減（ユーゴスラビア）
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大正15年3月 360号 母親の礼賛（フランス）

．．「「．．．．．

珍しい三つ児（台北） 白人と邦人との胎児体重身長頭囲
の比較　　　　　　　　．．、、、．

填國産婆学校の閉鎖 驚樗が流産の原因（面白い損害賠

償の請求）

よく生れよく死ぬる大阪の動き

　　　　　　　　　　　　、珍しいお産（尼崎・三つ児） 双児の多い地方（千葉）

大正15年4月 361号 大阪市産婆会規約の改正

大正15年5月 362号 緒方助産婦教育所本科及看護科卒業式関連記事

大正15年6月 363号 大阪市産婆会役員選挙　　　　　緒方婦人科病院紀念日（ママ） 四児の分娩（台湾・病院）

大正15年7月 364号 緒方助産婦教育所別科第六十三回卒業式関連記事 緒方婦人科病院記念日

大正15年8月 365号 乳児保護問題

大正15年9月 366号 大阪市の保健調査 帝国に於ける出生と死産の統計 女計り（ママ）の三ツ児（静岡） 彼岸詣にお産

大正15年10月 367号 新潟県刈羽郡産婆会

大正15年11月 368号 新潟県刈羽郡産婆会例会 兵庫県下の結核死亡率と乳児死亡

昭和元年12月 369号 東京府産婆会成る 英国の出産率低下 新潟県刈羽郡産婆会十二月例会 大阪市の病人調べ 全国医師の分布状況

昭和2年1月 370号 緒方婦人科病院遙拝式 緒方助産婦教育所別科第六十四回卒業式関連記事 赤チャンの名 珍しい三ッ児（東京） 一族が八十七人（高知県）

昭和2年2月 371号 緒方婦人科病院緒方助産婦教育

所今橋緒方看護婦教育所の遙拝
式

大阪市乳児死亡率の減少 静岡県の巡回産婆 列車内で分娩 新潟県刈羽郡産婆会二月例会 大阪市の婚姻組数と出生総数

昭和2年3月 372号 （未見）

昭和2年4月 373号 大阪府産婆会成立 大阪市の初生児哺乳児疾病調査 村営産婆の新設（大阪） 姫路の産児 財界好況時代と出産増加

昭和2年5月 374号 出産が減って死亡の増えた仏国 英蘭及威爾斯道の出生と死亡 大阪府産婆会設立総会及び発会

式

大阪市産婆会館買収 分娩前の出産手当 緒方助産婦同看護婦教育所卒業

式関連記事

昭和2年6月 375号 古式に則らせらるる御着帯式 緒方助産婦同看護婦教育所卒業式関連記事 大阪府下の医師歯科医師看護婦

助産婦鍼灸按摩数

双児分娩時の費用 東京市細民の出産と死亡率調査

昭和2年7月 376号 近く行はせらるる御着帯式 御順調に渡らせらるる皇后宮の御

近状

京都府産婆会連合会第一回総会

及発会安

緒方助産婦教育所別科卒業式関

連記事

ムッソリー二氏と多産の祝辞（イタリ

ア）

函館市の三ッ児

競泳の記録を破ったふたこの米国

少女

大阪府産婆会理事会 大日本産婆会の誕生 日本産婆学会講習会見学団

昭和2年8月 377号 大日本産婆会規則 日本から米国へ答礼のお人形 「国際社会十五日間」の設定と児童

保護

大阪市北市民館保育児童身体検

査成績

昭和2年9月 378・号 佳き日に三つ子を生む（明石） 大人国の子ども（神戸市） お産の展覧会 お産の心得

昭和2年10月 379号 ムッソリー二夫人と出産

．」」…’・・AAAAA．．．．．

大阪市産婆会館開館式 来年度から実施の児童扶助法

　　　　　　　　　　　　．．、．

全国九地方に亘って衛生調査の結
果　　　　　．．”．．．．

結核疾患死亡十一万余

　　　．「．．．．．

世界一の妻福者（西アフリカ）

市村長公益団体へ公営産婆制度

の実施を当局にて講究

昭和2年11月 380号 ベルギー皇太子妃殿下女王御分娩 イタリーの独身税と子なし税 下条内閣統計長の人口談 都会児童と田舎の児童 可愛い答礼の送別

昭和2年12月 381号 満お二歳の照宮さま 子福者を祝うムッソリニ首相（ママ） 世界一の子福者記録 姫路市の市勢と出生 堺市産婆会のお産と育児展覧会 妊産婦保護協会

兵庫県と乳児死亡率 香川県産婆施行規則
．．「．．．．． ．．「．．．．．
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（
9
）
第
H
期
以
降
、
展
覧
会
や
博
覧
会
の
都
市
開
催
記
事
が
登
場
す
る
。

　
以
上
の

（

a
）
～
（
9
）
が
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
た

の
だ

ろ
う
か
。
以
下
で
は

（
1
）
メ
デ
ィ
ア
が
報
道
し
た
内
容
と
手
法

（
2
）
衛
生
規
範
・
家
族
道
徳
・
国
民
意
識
形
成
の
牽
引
力
と
し
て
の
医
師
と
知
識
人
、

と
い
う
二
つ
の
視
点
か
ら
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

（
2
）
報
道
さ
れ
た
〈
祝
福
す
べ
き
出
産
〉
と
〈
悪
い
ニ
ュ
ー
ス
〉

　
『
助
産
之
栞
』
雑
報
に
は
明
治
末
期
か
ら
お
び
た
だ
し
い
数
の
嬰
児
の
死
亡
記
事

が
登
場
す
る
。
事
故
に
よ
る
も
の
と
故
意
に
行
わ
れ
た
も
の
を
と
も
に
含
み
、
乳
房

に

よ
る
圧
死
な
い
し
は
窒
息
死
が
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
。
妊
娠
・
出
産
・
子
ど

も
に
関
す
る
〈
悪
い
ニ
ュ
ー
ス
〉
が
ど
の
程
度
、
頻
出
す
る
の
か
を
表
3
に
再
掲
し

た
。　

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
類
似
の
記
事
が
繰
り
返
し
掲
載
さ
れ
る
の
は
第
－
期
だ
け
で
あ

る
。
猟
奇
的
事
件
を
含
む
醜
聞
の
詳
細
な
記
述
の
仕
方
は
現
代
の
一
部
の
週
刊
誌
に

も
似
て
い
る
。
し
か
し
二
二
三
号
（
大
正
四
年
十
二
月
）
か
ら
は
わ
ず
か
な
例
を
除

き
、
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
く
な
る
。
編
集
方
針
が
変
わ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
事
件
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の

増
減
の
反
映
で
は
な
い
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。

　
第
－
期
に
頻
出
す
る
記
事
の
う
ち
、
こ
こ
で
〈
悪
い
ニ
ュ
ー
ス
〉
と
よ
ぶ
記
事
を

い
く
つ
か
紹
介
す
る
。

「
妊
婦
路
頭

に
迷
ふ
ー
夫
に
別
れ
て
堕
落
し
た
女
」
（
明
治
四
五
年
二
八
八
号
）

　
先
月
十
二
日
午
前
十
児
二
十
分
頃
大
阪
市
○
区
口
野
町
街
路
に
面
婁
（
や
つ
）

れ

し
た
る
一
人
の
婦
人
が
件
み
て
、
深
き
憂
ひ
に
沈
む
も
の
の
如
く
、
四
邊
を

見
廻
し
つ
つ
、
し
く
し
く
と
泣
て
居
る
は
、
仔
細
の
あ
る
こ
と
な
ら
ん
と
、

朝
日
橋
署
の
巡
査
が
取
調
べ
た
る
に
此
の
女
は
鹿
児
島
県
△
郡
口
村
○
田

表3　明治末期～大正初期「雑報」に登場する女性・子ども・産婆をめぐる悪いニュース

件名 件数 備 考（数字は登場する 『助産之栞』 号を示す）

子どもの窒息死（窒死）・ 30件 189，193，19＆　199　200，20α200，20α　201，201，202，202　203　203　204　204　204　210，212，213　214，214，21（》　21（》　217，

圧死 222

乳房による子どもの死 21件 188，189，189，190，193，196，200，201，201，201，202，203，204，206，208，210，211，213，213，216，222

堕胎 17件 192，193， 194，194，195，199（フランス） ，199，199，203，203，204，208，209，210，210，217，217

崎形児 9件 二四指の チン妙な崎 無類の崎 牛の児を産 崎形児産る 崎形児生 崎形児現は 角の生えた 四足の崎形 口のない嬰

産児 形児 形児 む （207号） る一両足が る（212号） 女児 児 児

（184号） α99号〉 （203号） （203号） 後向きは珍 （218号） （219号） （222号）

しい崎形児

（210号）

産婆をめぐる事件と無免許 8件 無免許産 産婆の処罰 無免許で 二組の無 詐欺産婆 無免許産婆 お多福の 危険な無
産婆営業 婆の拘引 （無免許 産婆営業 免許産婆 （191号） （199号） 看板（無免 免許産婆

（181号） 産婆に名義 （183号） （185号） 許の産婆） （207号）

貸し） （200号）

（182号）

女性の〈淫奔〉なる行為 4件 淫奔娘の 全村堕胎 美人嬰児を 産児を掴
子殺し 犯一淫風 毒殺す一淫 み殺す一
（198号） 猛烈なる飛 奔で胎した 十六娘が

騨の山奥 因果の胤 淫奔の結
（204号） （206号） 果（212号）

子どもの生き埋め 3件 不義の子の 孫を生埋に 赤ン坊の生

生埋 す（209号） 埋（210号）

（201号）

注：備考欄の数字はニュースが掲載された『助産之栞』号数を表す
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大出春江［性と出産の近代と社会統制］

す
ゑ
（
二
十
三
）
と
い
ふ
者
に
て
、
三
年
前
所
夫
△
田
木
（
二
十
六
）
と
共

に
神
戸
に
来
り
、
鐘
淵
紡
績
会
社
の
職
工
に
住
み
込
み
夫
婦
共
稼
ぎ
に
て
、
纏

（
わ
ず
か
）
に
糊
口
を
凌
ぎ
居
た
る
に
、
去
年
一
月
中
に
木
に
死
別
れ
た
る
よ
り
、

気
が
気
で
な
ら
ず
、
所
愛
れ
ば
気
も
愛
る
な
ら
ん
と
、
同
会
社
よ
り
暇
を
取
り

て

来
阪
し
、
北
区
天
満
の
合
同
紡
績
会
社
へ
住
込
み
、
男
工
の
誰
彼
よ
り
最
も

親
切

に
勢
り
呉
ら
る
る
が
儘
に
、
割
な
き
交
際
を
為
し
居
り
し
に
、
何
時
し
か

誰
の

胤

と
も
知
ぬ
子
を
孕
み
て
、
今
は
娘
娠
六
月
と
い
ふ
身
重
に
な
り
て
、
職

業
も
働
け
ず
、
左
り
と
て
誰
一
人
相
手
に
し
て
呉
れ
る
者
の
な
き
よ
り
、
絶
髄

絶
命
死
ぬ
る
よ
り
外
な
し
と
思
案
を
定
め
、
然
る
べ
き
死
場
所
を
捜
し
居
る
旨

を
申
立
て
た
れ
ば
、
同
署
に
連
れ
来
り
其
不
心
得
を
諭
し
て
、
保
護
を
加
へ
居

れ
り
。

　
見

る
べ
き
産
業
も
な
い
故
郷
か
ら
夫
婦
で
大
阪
に
来
て
働
き
口
を
探
す
。
当
時
の

先
端
工
業
と
も
い
う
べ
き
鐘
紡
に
職
を
得
て
住
み
込
み
で
働
く
。
と
こ
ろ
が
、
ほ
ど

な
く
夫
に
死
別
す
る
。
若
い
妻
は
頼
る
あ
て
も
な
く
失
意
の
う
ち
に
職
場
を
去
る
。

い

つ
ま
で
も
悲
し
み
に
暮
れ
て
ば
か
り
も
い
ら
れ
ず
、
別
の
会
社
に
職
を
得
た
。
心

細

い
気
持

ち
や
さ
び
し
い
気
持
ち
を
埋
め
て
く
れ
る
心
優
し
い
言
葉
を
か
け
て
く
れ

る
職
場
の
男
た
ち
と
の
や
り
と
り
に
癒
さ
れ
十
分
な
警
戒
心
を
も
た
な
い
ま
ま
付
き

合
い
、
そ
し
て
妊
娠
す
る
。
妊
娠
し
た
こ
と
が
わ
か
る
や
否
や
、
遊
ぶ
だ
け
の
気
持

ち
で
近
づ
い
た
男
た
ち
は
女
の
も
と
を
離
れ
て
い
く
。
要
領
よ
く
世
渡
り
の
で
き
な

い

女
は
思
い
あ
ま
っ
て
死
を
覚
悟
す
る
。
あ
る
い
は
藤
目
ゆ
き
が
読
み
解
い
た
よ
う

に
「
接
客
業
の
女
性
…
…
、
子
守
や
下
女
と
し
て
奉
公
す
る
娘
た
ち
、
…
…
女
工
た

ち
と
工
場
主
や
監
督
と
い
っ
た
関
係
の
な
か
で
の
性
的
誘
惑
は
、
実
質
的
に
は
強
制

力
」
〔
藤
目
一
九
九
八
、
；
二
頁
〕
が
存
在
し
た
結
果
と
し
て
の
妊
娠
だ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

　
記
事

に
あ
る
よ
う
に
女
性
の
側
の
心
細
さ
に
よ
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
職
場
で
の

男
性
か
ら
の
見
え
な
い
強
制
力
に
よ
る
も
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ

に
し
て
も
故
郷
を
離
れ
夫
と
も
死
別
し
、
地
域
や
家
族
や
親
族
か
ら
遠
く
離
れ
、
都

市
の
職
場
で
働
く
生
活
の
中
で
起
こ
っ
た
出
来
事
で
あ
る
。
明
治
期
以
降
の
近
代
化

を
支
え
た
紡
績
工
業
を
は
じ
め
と
す
る
工
場
労
働
者
の
間
で
は
い
く
つ
も
こ
の
よ
う

な
出
来
事
が
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
「
温
泉
で
堕
胎
」
（
大
正
三
年
‥
二
一
七
号
）
と
い
う
記
事
も
地
方
か
ら
都
市
へ
移

動

し
て
職
を
探
し
て
い
た
女
性
が
、
下
宿
先
の
家
の
男
性
と
「
私
通
」
の
結
果
、
妊

娠

し
、
堕
胎
し
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
地
方
か
ら
出
て
く
る
未
婚
の
女
性
た
ち
が

都
市
の
男
性
に
だ
ま
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
強
制
力
の
あ
る
性
行
為
の
結
果

な
の
か
。
あ
る
い
は
、
こ
の
時
代
の
男
女
に
と
っ
て
結
婚
と
性
関
係
の
一
致
が
そ
れ

ほ

ど
重
要
な
価
値
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
解
釈
も
あ
り
う
る
。

　
都
市
に
仕
事
を
求
め
て
き
た
独
身
女
性
の
望
ま
な
い
妊
娠
は
多
く
の
場
合
、
悲
惨

で
あ
る
。
次
の
記
事
は
、
そ
の
女
性
を
取
り
巻
く
地
域
に
言
及
し
て
い
る
。

「
結
婚
一
ヶ
月
に
て
分
娩
－
産
ん
だ
其
の
子
を
厨
に
捨
つ
」
（
明
治
四
五
年
一

一
九
三
号
）

　
大
阪
市
◇
逼
○
堀
五
の
二
三
「
莫
大
小
（
メ
リ
ヤ
ス
）
注
文
取
口
本
△
三
妻

お

米

（二
十
三
）
が
先
月
八
日
朝
産
氣
附
き
、
厨
の
中
に
男
の
死
髄
を
生
落
と

せ

る
事
件
あ
り
。
他
殺
の
嫌
疑
あ
る
よ
り
九
日
午
後
地
方
裁
判
所
よ
り
三
島
豫

審
判
事
、
棚
木
検
事
、
大
谷
讐
師
を
従
へ
東
署
に
出
張
し
同
署
内
に
て
死
髄
解

剖
の
結
果
全
く
分
娩
後
殺
害
せ
る
こ
と
判
明
し
た
る
が
、
お
米
は
奈
良
縣
○
郡

◇
村
△
井
×
吉
の
一
人
娘
に
て
我
儘
一
杯
に
育
て
ら
れ
し
が
、
同
村
附
近
は
淫

風
盛
ん

な
る
地
方
に
て
お
米
も
何
時
し
か
村
の
男
敷
名
と
關
係
し
て
其
の
胤
を

宿
し
妊
娠
九
ヶ
月
に
な
れ
る
を
隠
し
、
元
隣
村
に
あ
り
て
懇
意
に
せ
る
△
匿
口

町
▽
村
※
松
方
莫
大
小
女
工
○
川
お
△
を
頼
り
て
来
阪
し
、
同
人
の
世
話
に
て

去

月
十
四
日
夜
前
記
口
本
方
に
嫁
入
せ
る
も
此
の
頃
に
至
り
お
米
の
様
子
何
と

な
く
怪
し
き
に
△
三
は
不
審
を
抱
き
従
来
の
素
行
を
尋
ね
し
に
、
お
米
は
流
石

良
心
の
苛
責
（
マ
マ
）
に
堪
へ
、
兼
て
や
敷
日
前
◇
村
の
親
里
に
蹄
り
、
二
三
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日
前
蹄
阪
せ
る
が
八
日
午
前
四
時
俄
に
産
氣
付
き
た
る
も
尚
も
其
の
登
畳
を
恐

れ

△
三

に
向
ひ
痛
が
起
れ
り
と
穂
し
て
最
寄
り
の
讐
師
を
呼
び
に
外
へ
出
で
し

め

た
る
不
在
中
自
宅
便
所
に
入
り
故
意
に
嬰
児
を
糞
壼
の
中
に
分
娩
し
死
亡
せ

し
め
た
る
こ
と
登
畳
し
引
績
き
取
調
中
な
り
。

　
記
事
の
書
き
手
は
、
お
そ
ら
く
は
自
分
の
所
属
す
る
階
層
の
道
徳
観
念
か
ら
「
淫

風
盛
ん

な
る
地
方
」
と
形
容
す
る
。
性
道
徳
の
近
代
化
と
は
結
婚
前
の
女
性
が
男
性

と
親
密
な
関
係
を
も
つ
こ
と
の
否
定
に
あ
る
。
そ
の
「
地
方
」
か
ら
み
れ
ば
、
当
然

で

あ
り
習
慣
で
あ
っ
た
こ
と
が
改
善
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
悪
習
と
し
て
、
さ
ら

に

は
犯
罪
の
温
床
と
し
て
非
難
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
妊
娠

九
ヶ
月
の
女
性
が
嫁
ぎ
先
で
夫
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
か
な
ど
、
記
事
の

内
容
に
は
不
明
な
こ
と
が
多
い
。
望
ま
な
い
妊
娠
の
結
果
、
女
性
は
便
所
に
こ
っ
そ

り
産
み
落
と
し
隠
蔽
を
図
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
発
覚
し
た
こ
と
で
、
妊
娠
し
た
女
性

は
犯
罪
者
と
な
っ
た
。

　
瀬

川
清
子
は
日
本
の
各
地
で
思
春
期
の
男
女
が
配
偶
者
を
決
め
る
ま
で
の
間
、
ど

の

よ
う
な
過
ご
し
方
を
し
て
結
婚
に
至
る
の
か
を
聞
き
取
り
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は

若
者
た
ち
は
自
由
恋
愛
を
楽
し
み
、
結
婚
の
自
立
性
が
あ
っ
た
と
瀬
川
は
報
告
し
て

い

る
。
地
域
に
お
い
て
盆
踊
り
や
若
者
宿
ー
娘
宿
が
制
度
化
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
通
し

て

配
偶
者
選
択
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
結
婚
ま
で
の
純

潔
は
必
ず
し
も
重
要
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
〔
瀬
川
一
九
七
二
、
八
木
二
〇
〇
三
〕
。

　

し
か
し
地
方
か
ら
都
市
に
働
き
に
出
て
き
た
女
性
に
と
っ
て
相
談
相
手
と
な
る
同

輩
や
事
情
の
わ
か
る
年
配
者
も
い
な
い
。
妊
娠
を
し
た
女
性
が
頼
る
人
も
な
く
一
人

で
悩
み
苦
し
む
場
合
と
、
家
族
や
地
域
の
誰
か
に
相
談
し
対
応
策
を
講
ず
る
場
合
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

は
当
事
者
で
あ
る
女
性
の
人
生
は
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
く
る
。
家
族
や
地
域
の
関
係

性
か

ら
絶
た
れ
、
た
っ
た
一
人
で
人
生
の
岐
路
に
立
た
さ
れ
た
女
性
に
と
っ
て
悲
惨

な
事
態
も
し
ば
し
ば
起
こ
り
得
た
。

「
妊
み

女
の
礫
死
」
（
大
正
元
年
二
九
八
号
）

　
岐
阜
県
▽
郡
○
町
製
糸
場
工
女
、
同
郡
口
原
△
郎
娘
◇
し
（
二
十
二
年
）
は

あ
る
男
と
私
通
の
末
、
妊
娠
三
ヶ
月
と
な
り
し
を
悔
い
て
六
日
夜
中
央
線
中
津

川
線
鉄
橋
付
近
に
て
見
る
も
無
惨
の
礫
死
を
遂
げ
た
り
。

　
わ
ず
か
四
行
の
記
事
の
中
に
、
汽
車
、
鉄
橋
、
製
糸
場
、

装
置
が
並
ぶ
。
も
う
一
つ
よ
く
似
た
記
事
が
あ
る
。

工
女
と
い
う
近
代
化
の

「
妊
婦
の

礫
死
」
（
明
治
四
五
年
二
九
二
号
）

　
姫
路
駅
を
距
（
へ
だ
た
）
る
東
方
三
町
鹸
の
姫
路
市
△
村
字
口
踏
切
に
去
月

二

十
四
日
午
前
二
時
頃
礫
死
せ
る
婦
人
あ
る
を
線
路
工
夫
が
発
見
し
、
其
の
筋

に
急
報
し
た
る
よ
り
、
姫
路
署
よ
り
警
官
医
師
出
張
検
視
し
た
る
に
、
礫
死
せ

る
婦
人
は
、
頭
部
腰
部
は
粉
砕
さ
れ
、
左
足
は
飛
ば
さ
れ
て
行
方
知
れ
ぬ
上
に
、

姫
娠
五
ヶ
月
の
胎
児
露
出
し
居
る
な
ど
、
見
る
も
無
愁
（
マ
マ
）
の
光
景
を
呈

し
居
り
。
年
頃
は
二
十
歳
前
後
に
し
て
所
持
品
と
て
は
な
く
、
何
者
と
も
知
れ

ぬ

よ
り
、
死
髄
は
姫
路
市
役
所
に
引
渡
し
た
る
が
、
風
髄
鯨
り
卑
し
か
ら
ず
。

何
者
か

と
私
通
の
結
果
、
両
親
に
申
課
な
く
、
此
の
始
末
に
及
び
し
も
の
な
ら

ん
と
云
ふ
。

　
着
物
の
様
子
か
ら
は
中
上
流
層
の
家
の
女
性
だ
と
推
測
さ
れ
て
い
る
が
、
本
当
の

と
こ
ろ
は
な
に
も
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
記
事
の
書
き
手
は
親
へ
の
申
し
訳
な
さ
を

感
じ
た
女
性
の
行
為
だ
と
理
解
し
、
死
ん
だ
女
性
を
既
め
る
言
葉
は
使
わ
な
い
。
絶

望

し
て
深
夜
、
冷
え
切
っ
た
線
路
に
身
を
横
た
え
近
づ
く
列
車
の
音
を
聞
き
な
が
ら

死

を
覚
悟
す
る
女
性
は
ど
の
よ
う
な
思
い
で
そ
の
と
き
を
過
ご
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
記
事
に
は
憐
欄
の
情
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
通
に
よ
る
妊
娠

や

出
産
に
対
す
る
糾
弾
は
、
女
性
が
自
殺
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
表
面
化
し
な
い
だ

け
で
あ
る
。
女
性
が
生
き
て
い
れ
ば
性
道
徳
を
逸
脱
し
た
と
非
難
さ
れ
続
け
る
。
ど
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ち
ら
に
し
て
も
望
ま
な
い
妊
娠
の
結
果
は
女
性
が
引
き
受
け
ざ
る
を
得
な
い
。

　
先
の
記
事
に
あ
っ
た
「
淫
風
盛
ん
な
る
地
方
」
と
し
て
登
場
す
る
村
落
は
お
そ
ら

く
明
治
末
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
あ
ち
こ
ち
に
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
た
と
え
ば
宮
本
常
一
が
訪
ね
歩
い
た
地
域
の
聞
き
取
り
に
も
エ
ン
ブ
リ
ー
夫

妻
が
滞
在
し
た
九
州
地
方
で
も
、
結
婚
だ
け
を
男
女
関
係
の
聖
域
と
し
な
い
人
々
の

様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
〔
宮
本
一
九
八
四
、
ス
ミ
ス
・
ウ
ィ
ス
ウ
ェ
ル
一
九
八
七
〕
。

　

こ
れ
ら
の
村
で
は
望
ま
な
い
妊
娠
と
い
う
事
態
を
迎
え
た
時
に
家
族
や
地
域
で
は

そ
れ
ま
で
解
決
し
て
き
た
よ
う
に
解
決
し
て
い
た
の
だ
が
、
次
第
に
そ
れ
ら
が
公
の

監
視
の

も
と
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ
れ
ま
で
例
証
と
し
て
あ
げ
て
き

た
記
事
に
も
繰
り
返
し
登
場
し
て
き
た
が
、
監
視
の
直
接
の
担
い
手
と
な
っ
た
の
は

警
察
だ
っ
た
。
具
体
的
に
は
巡
査
で
あ
り
、
警
部
補
や
警
部
で
あ
っ
た
。
そ
の
視
点

か

ら
す
れ
ば
、
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
性
と
出
産
を
監
視
す
る
警
察
の
機
能
が
見
事
に

発
揮
さ
れ
た
事
例
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

「
妊
婦
人
名
簿
△
山
陰
特
有
の
珍
な
帳
面
」
（
明
治
四
五
年
一
一
九
一
号
）

　
山
陰
道
の
各
警
察
署
備
付
の
帳
簿
に
妊
婦
人
名
簿
と
い
ふ
変
挺
な
も
の
が
あ

る
。
受
持
の
行
政
巡
査
が
戸
口
調
査
な
ど
に
出
掛
け
て
妊
婦
を
見
る
と
先
づ
何

箇

月
位
と
鑑
定
を
つ
け
て
早
速
こ
の
帳
簿
に
記
入
す
る
。
だ
か
ら
何
処
の
お
主

婦

さ
ん
は
今
年
幾
つ
で
娘
娠
何
箇
月
、
そ
の
様
子
は
ど
う
で
あ
る
な
ん
て
こ
ま

か
い
事
が
こ
の
帳
面
に
よ
っ
て
あ
ら
は
れ
て
来
る
。
か
う
い
ふ
帳
面
は
日
本
國

中
山
陰
道
を
除
い
て
は
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
至
っ
て
珍
な
帳
面
で
あ
る
。
こ

れ

は
大
分
以
前
に
出
来
た
も
の
で
堕
胎
者
が
多
い
か
ら
そ
の
犯
罪
調
査
の
参
考

上
、
備
へ
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
そ
う
な
。
鳥
取
、
島
根
両
県
の
統
計
表
を

み

る
と
、
実
際
こ
の
種
の
犯
罪
が
多
い
様
で
あ
る
が
、
教
育
が
普
及
し
て
来

る
の
と
風
紀
取
締
が
厳
重
に
な
っ
た
の
と
で
追
々
少
く
な
っ
て
今
で
は
そ
の
必

要

も
薄
く
な
っ
た
と
の
事
で
あ
る
が
、
そ
の
効
用
は
ま
だ
ま
だ
や
ま
な
い
。
つ

い
此
の

程
鳥
取
県
口
郡
△
徳
村
の
○
山
▽
蔵
（
四
十
二
年
）
と
妻
き
よ
と
が

四

十
二
の
年
に
出
来
た
子
供
は
親
泣
か
せ
だ
と
い
ふ
迷
信
か
ら
、
夫
婦
が
共
謀

に
な
っ
て
生
ま
れ
た
子
を
圧
殺
し
て
投
棄
し
た
事
が
発
覚
し
そ
の
筋
に
取
り
調

べ
ら
れ
て
容
易
に
實
を
吐
か
な
か
っ
た
時
に
も
例
の
帳
面
を
く
っ
て
、
た
し
か

に
姫
娠
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
警
察
官
が
承
知
せ
ず
段
々
問
ひ
つ
め
て
と
う

と
う
白
状
さ
せ
た
と
の
事
で
あ
る
。
と
も
か
く
も
行
政
巡
査
の
妊
婦
鑑
定
と
は

頗
る
振
っ
て
ゐ
る
。

　
「
四
二
の
年
に
出
来
た
子
ど
も
は
親
泣
か
せ
」
と
い
う
古
く
か
ら
の
信
念
は
そ
の

ま
ま
人
々
の
常
識
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
信
念
、
常
識
、
習
慣
が
近
代
医
療
や
衛
生
教

育
と
は
し
ば
し
ば
衝
突
す
る
。
注
射
や
手
術
の
拒
否
に
よ
っ
て
治
療
が
で
き
ず
に
子

ど
も
や
母
親
が
死
亡
す
る
事
態
も
『
助
産
之
栞
』
に
は
報
告
さ
れ
て
い
る
。
「
行
政

巡
査
」
は
こ
れ
ら
を
監
視
し
、
妊
娠
鑑
定
を
し
て
そ
れ
を
ノ
ー
ト
に
記
録
し
、
そ
の

記
録
を
も
と
に
取
り
締
ま
り
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
警
察
は
望
ま
な
い
妊
娠
の
ゆ
く
え
だ
け
を
監
視
・
摘
発
し
て
き
た
の
で
は
な
い
。

最
後
に
妊
娠
が
望
め
な
か
っ
た
ば
か
り
に
巻
き
起
こ
し
、
珍
事
件
と
し
て
扱
わ
れ
た

ニ
ュ

ー
ス
を
紹
介
す
る
。

　
　

明
治
四
五
年
二
九
一
号

　
　
　
紀
州
口
町
の
福
原
某
は
子
な
き
中
に
妻
を
失
く
し
、
妾
の
お
し
げ
に
子
を
生

　
　
め

と
命
じ
た
。
お
し
げ
は
何
う
し
て
も
生
め
ぬ
。
苦
し
ま
ぎ
れ
の
一
策
。
丁
度

　
　
親
類
の
炭
焼
の
娘
お
さ
よ
が
私
生
児
を
生
み
掛
け
て
困
っ
て
る
の
を
聞
き
コ
レ

　
　
幸
ひ
と
俄
に
腹
へ
古
綿
を
入
れ
肩
で
息
し
な
が
ら
旦
那
を
喜
ば
し
て
ゐ
る
中
、

　
　
一
方
お
さ
よ
は
美
事
（
マ
マ
）
に
生
ん
で
ソ
レ
身
代
り
と
夜
中
密
に
持
っ
て
来

　
　
た
。
心
得
た
り
と
お
し
げ
急
い
で
産
婆
を
呼
び
に
や
り
未
だ
来
ぬ
中
に
手
早
く

　
　
腹
の

古
綿
を
棄
て
て
旦
那
を
迎
へ
此
の
通
り
旦
那
に
似
て
玉
の
様
だ
す
。
手
品

　
　
は
綺
麗
に
出
来
上
が
っ
た
が
警
察
が
承
知
せ
ぬ
。
関
係
者
一
同
一
寸
来
い
。
妾

　
　
商
売
こ
れ
が
辛
い
。
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笑
話
仕
立
て
に
タ
イ
ト
ル
も
な
い
ま
ま
雑
報
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
内
縁

の

夫
婦
、
未
婚
女
性
の
妊
娠
と
出
産
、
産
婆
に
も
協
力
し
て
も
ら
い
自
分
の
子
ど
も

の

よ
う
に
仕
立
て
よ
う
と
し
た
失
敗
談
は
、
現
代
の
家
族
と
は
異
な
る
親
子
観
が
反

映

さ
れ
て
お
り
興
味
深
い
。
現
代
か
ら
み
れ
ば
犬
猫
の
仔
の
遣
り
取
り
に
も
似
た
庶

民
の
工
夫
す
ら
警
察
の
監
視
の
目
は
見
逃
さ
な
い
。

　
記
事
紹
介
が
長
く
な
っ
た
が
、
繰
り
返
さ
れ
る
〈
悪
い
ニ
ュ
ー
ス
〉
に
つ
い
て
の

特
徴

を
も
う
一
度
確
認
し
て
お
こ
う
。
望
ま
な
い
妊
娠
に
対
し
、
夫
婦
間
で
あ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

私
通
で

あ
れ
、
当
事
者
や
そ
の
家
族
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
全
村
」
と
い
う
地
域
単

位
で
行
わ
れ
て
い
た
嬰
児
殺
や
堕
胎
を
、
警
察
が
監
視
し
摘
発
す
る
。
発
見
さ
れ
た

嬰
児
の
身
体
は
検
視
の
対
象
と
し
て
、
ま
た
監
察
医
に
よ
る
解
剖
の
対
象
と
な
る
。

　

こ
れ
ら
の
〈
悪
い
ニ
ュ
ー
ス
〉
と
対
照
的
に
、
視
覚
的
に
も
囲
み
記
事
と
い
う
構

成
で
皇
室
の
妊
娠
・
出
産
記
事
が
登
場
す
る
（
図
1
）
。

　

こ
の
聖
と
俗
の
視
覚
的
対
比
は
、
読
み
手
で
あ
る
当
時
の
産
婆
に
と
っ
て
ど
の
よ

う
な
効
果
を
も
ち
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
俗
な
る
記
事
の
中
に
あ
っ
て
こ

そ
、
聖
な
る
出
産
は
囲
み
に
よ
り
一
層
、
そ
の
聖
性
を
増
し
印
象
強
く
、
時
に
は
救

い

と
し
て
、
あ
る
い
は
理
想
的
出
産
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
頻
繁
に
繰
り
返
さ
れ
た
〈
悪
い
ニ
ュ
ー
ス
〉
報
道
は
第
n
期
で
は
消
失
す

る
。
聖
な
る
出
産
は
囲
み
か
ら
解
放
さ
れ
た
報
道
と
な
る
。
注
目
さ
れ
報
道
の
対
象

と
な
る
の
は
治
1
1
車
、
電
車
、
船
、
稀
に
飛
行
機
の
中
や
降
り
際
の
出
産
程
度
で
、
代

わ
っ
て
多
子
と
多
胎
が
繰
り
返
さ
れ
る
ニ
ュ
ー
ス
と
な
る
。
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悟
瓦
幌
Φ
帆
め
静
“
1
1

　
岡
ヒ
⑰
鴫
宥
“
早
商
宰
嘩

　
　
　
　
　
一
片
の
鳥
告
を
陥
1
、
哉
下
．
繍
縛

纏
代
木
ロ

惰
亭
士
、
懇
●
蝿
々
三
L
て
酒
賓
セ
な
喧
ば
、

5
徴
木
肋
碕
ゼ
鏑
え
丘
ホ
乱
亭
虻
、
お
樹
は
身
内
W
c

鴉
勉

ら
宇
身
恨
e
す
在
蒜
｝
；
5
、
木
漕
も
禽
ざ
や
か

　
　
　
　
　
　
　
一
撃

H
、
竪
罵
生
獺
K
の
搾
雛
，
～
バ

て
、
¶
蹴
囎
梓
に
式
を
鯵
4
1
』
．

奉
助
生
氏
名
，
此
に
醍
口
冨
、

　
　
　
プ
ペ
　
　
ト
　
　
　
　
　
　
メ
　
　
ハ
　
と

十
墳
働
ぐ
輻
爵
め
禽
ー
　
　
杉
ー

織
H
は
軸
嵩
が
、
癌
轡
費
戚

柄

己
し
τ
内
格
衡
、
、
り
据
躍
・
r

締
t
碗
撒
ち
’
1
1
μ
は
、
哨
院
ン
．

蜘
鼎
慰
…
憎
’
w
ゼ
U
，
鋼
兎
‥
ぬ
嘘
隔
麗
一

■
慎
ら
碗
昏
ハ
聾
章
に
臓
・
・

藏
に
、
㌧
的
工
㍉
浪
鮪
ピ
　
．
．
．
、

峰
み
木
舟
埠
増
鷹
聞
俄
、
・
二
．
．

翻
醐
偽
蜘
閣
め
人
賠
、
ギ
ツ
，
4

束
敬
り
｝
．
．
介
＝
「
醒
亨
職
由
卓
、

午

人
購
内
の
段
、
毘
が
も
・
、
』

　
　
　
　
　
　
　
、

図1　囲みで登場する皇室記事
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（
3
）
多
胎
へ
の
注
目
か
ら
多
子
・
多
産
の
礼
賛
へ

　
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
生
命
の
質
に
関
連
す
る
記
事
は
な
く
、
対
比

的
に
言
え
ば
〈
祝
福
さ
れ
た
出
産
〉
と
〈
祝
福
さ
れ
な
か
っ
た
出
産
〉
が
登
場
す
る

だ

け
で
あ
る
。
「
崎
形
児
」
の
出
産
は
例
外
で
あ
る
。
『
助
産
之
栞
』
で
は
創
刊
当
初

か

ら
「
崎
形
児
」
へ
の
関
心
は
高
く
、
し
ば
し
ば
克
明
な
図
と
と
も
に
医
師
が
症
例

報
告

を
行
っ
て
い
る
。
後
期
に
な
る
と
産
婆
も
ま
れ
に
「
崎
形
児
」
の
出
産
例
を
報

告
し
て
い
る
。

　
第
－
期
の
記
事
に
は
「
二
十
四
指
の
産
児
」
（
一
八
三
号
）
、
「
チ
ン
妙
な
崎
形
児
」

（
一
九

五
号
）
、
「
無
類
の
崎
形
児
」
（
二
〇
三
号
）
、
「
牛
の
児
を
生
む
」
（
二
〇
三

号
）
、
「
角
の
生
え
た
女
児
」
（
二
一
八
号
）
、
「
四
足
の
崎
形
児
」
（
二
一
九
号
）
な
ど

の

タ
イ
ト
ル
が
並
ぶ
。

「
牛
の
児
を
生
む
」
（
大
正
二
年
一
二
〇
三
号
）

　
三
重
県
△
郡
※
田
村
中
西
▽
吉
妻
す
ま
（
三
十
七
年
）
は
大
吝
薔
に
し
て
両

親
の
食
物
す
ら
惜
み
、
二
三
日
前
産
気
付
き
産
ん
だ
子
は
男
頭
に
二
本
の
角
は

え
、
産
後
四
日
で
四
つ
這
い
に
旬
っ
て
暗
く
聲
は
牛
に
似
て
居
る
由

　
親
の
因
果
が
子
に
報
い
、
尋
常
で
は
な
い
存
在
と
し
て
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
し

ま
っ
た
子
ど
も
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
生
命
を
も
っ
た
子
ど
も
で
あ
る
以
前
に
、
見

世
物
と
し
て
露
骨
な
視
線
が
注
が
れ
る
。
同
様
に
、
次
に
み
る
の
も
そ
の
誕
生
が
周

囲
を
驚
か
せ
、
後
に
死
産
児
と
し
て
届
け
出
さ
れ
た
例
で
あ
る
。

「
チ
ン

妙
な
崎
形
児
」
（
明
治
四
五
年
‥
一
九
五
号
）

　
三
重
県
鈴
鹿
郡
○
町
※
田
△
次
郎
（
四
十
四
）
内
縁
の
妻
△
部
ふ
よ
（
三
十
五
）

は

去

る
四
月
二
十
五
日
男
の
子
を
分
娩
し
た
る
が
此
の
子
不
思
議
に
も
陰
嚢
ば

か

り
で
陰
茎
は
陰
も
無
き
崎
形
児
な
る
に
、
ふ
よ
始
め
家
内
の
驚
き
一
方
な
ら

ざ
り
し
が
、
崎
形
児
は
三
日
ば
か
り
し
て
眠
っ
た
や
う
に
死
ん
で
了
つ
た
れ
ば

同
家
に
て
は
世
間
体
を
繕
ふ
為
め
産
婆
に
依
頼
し
死
産
と
し
て
其
の
筋
に
届
出

で

た
れ
ば
警
官
出
張
検
視
の
結
果
、
全
く
虚
弱
の
為
の
死
と
判
明
し
た
り
。

　

記
事
通
り
に
読
め
ば
自
然
死
な
の
だ
が
、
「
家
内
」
の
人
々
は
「
世
間
体
」
の
た

め

に
産
婆
に
依
頼
し
死
産
届
を
出
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
先
の
子
ど
も
の
遣
り
取
り

の

と
き
と
同
様
、
産
婆
は
当
事
者
か
ら
内
密
の
相
談
を
受
け
し
ば
し
ば
こ
の
よ
う
な

形
で
協
力
を
要
請
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
も
「
警
官
」
は
死
産
届
を
受
け
取

る
だ
け
で
は
な
く
、
「
検
視
」
し
、
あ
ら
た
め
て
嬰
児
殺
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し

て

い
る
。

　

こ
う
し
た
「
崎
形
児
」
の
ほ
か
に
特
別
に
注
目
さ
れ
る
の
は
極
端
に
大
き
な
子
ど

も
（
明
治
四
五
年
一
九
四
号
「
日
本
一
の
赤
ん
坊
」
）
で
あ
る
。
一
歳
半
に
し
て
体

重
が

「九
貫
余
…
…
男
子
な
ら
ば
未
来
は
横
綱
た
る
べ
き
体
質
」
の
女
児
に
つ
い
て

紹
介
し
て
い
る
が
、
量
的
な
側
面
へ
の
着
目
で
あ
っ
て
質
に
関
す
る
尺
度
は
登
場
し

な
い
。

　
第
－
期
で
の
注
目
は
も
っ
ぱ
ら
多
胎
に
対
し
て
で
あ
り
、
多
子
に
関
し
て
は
ほ
と

ん

ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
せ
い
ぜ
い
「
珍
な
子
實
村
」
（
大
正
二
年
、
二
〇
八
号
）

と
い
う
記
事
が
あ
る
程
度
で
あ
る
。
「
珍
な
子
實
村
」
と
は
「
伯
香
の
国
（
現
在
の

鳥
取
県
）
」
山
奥
の
六
二
戸
か
ら
な
る
村
を
さ
し
、
そ
の
う
ち
三
八
戸
の
家
は
四
人

か

ら
十
一
人
の
子
ど
も
が
お
り
、
子
ど
も
の
な
い
家
は
一
軒
も
な
い
と
い
う
大
阪
毎

日
新
聞
の
記
者
に
よ
る
報
道
で
あ
る
。
記
者
は
し
き
り
に
「
ど
う
し
て
斯
様
に
多
く

の

子
供
が
産
れ
る
の
か
…
…
不
思
議
で
な
ら
な
」
い
と
述
べ
る
だ
け
で
、
特
別
に
賞

賛

に
値
す
る
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
の
扱
い
で
は
な
い
。

　
多
胎
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
関
連
す
る
記
事
は
頻
繁
に
登
場
す
る
。
列
挙
し
て
み

る
と
、
「
三
児
の
分
娩
」
（
一
九
〇
号
）
、
「
改
元
三
日
目
に
双
児
－
母
子
と
も
に
健
全

で
嬉
し
い
ー
」
（
一
九
五
号
）
、
「
三
つ
児
を
産
む
」
（
一
九
九
号
）
、
「
出
産
の
レ
コ
ー

ド
破
り
△
何
度
で
も
三
つ
児
を
生
む
［
北
ア
メ
リ
カ
］
」
（
一
九
九
号
）
、
「
三
つ
児
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を
生
む
」
（
二
〇
一
号
）
、
「
三
児
の
分
娩
」
（
二
〇
四
号
）
、
「
十
人
子
持
三
児
を
産

む
（
親
子
四
人
共
壮
健
）
」
（
二
〇
六
号
）
、
「
十
二
歳
の
少
女
男
女
の
双
児
を
産
む
」

（二
〇

七
号
）
、
「
初
産
に
三
児
ー
三
色
の
珠
を
得
た
と
の
評
判
」
（
二
一
一
号
）
、
「
三

児
を
産
む
」
（
二
一
四
号
）
で
あ
る
。

　
一
九
〇
号
と
一
九
九
号
の
例
は
生
ま
れ
た
子
の
一
人
が
死
亡
す
る
が
、
一
度
に
三

人
産

ま
れ
る
の
は
珍
し
い
と
し
て
ニ
ュ
ー
ス
に
な
る
。
三
つ
子
で
し
か
も
三
人
と
も

全
員
「
壮
健
」
と
い
う
記
事
も
少
な
く
な
い
（
二
〇
一
号
、
二
〇
四
号
、
二
〇
六
号
、

二

＝
号
、
二
一
四
号
）
。
二
〇
六
号
を
の
ぞ
き
、
他
は
実
業
家
や
商
業
を
営
む
な

ど
比
較
的
裕
福
な
家
の
出
来
事
で
あ
る
点
は
子
ど
も
数
と
経
済
力
の
関
係
と
い
う
意

味
で
注
目
さ
れ
る
。

　
一
九
五
号
の
場
合
、
双
児
で
あ
る
の
で
、
三
つ
児
に
比
ベ
ニ
ュ
ー
ス
性
は
低
い
。

し
か
し
「
改
元
さ
れ
て
僅
か
三
日
目
に
産
ま
れ
た
児
だ
か
ら
、
［
そ
れ
ぞ
れ
梅
一
、

竹
一
と
名
付
け
］
出
世
し
ま
し
ょ
う
と
、
お
父
さ
ん
も
お
母
さ
ん
も
大
き
に
喜
ん
で

ゐ

る
と
は
目
出
度
い
話
」
と
し
て
双
児
の
誕
生
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
三
つ
児
に
比

べ
双
児
は
そ
れ
ほ
ど
珍
し
く
な
い
が
、
改
元
直
後
の
双
児
誕
生
の
た
め
祝
福
さ
れ
る

ニ

ュ

ー
ス
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

　

第
－
期
は
こ
う
し
て
最
大
で
も
三
つ
子
の
多
胎
が
ニ
ュ
ー
ス
と
な
る
。
ま
た
多
子

は
注
目
さ
れ
る
こ
と
も
奨
励
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
に
等
し
い
。
し
た
が
っ
て
第
－
期

の
指
摘
す
べ
き
は
、
生
ま
れ
育
つ
は
ず
の
生
命
を
恣
意
的
に
途
絶
す
る
こ
と
を
監
視

し
、
統
制
す
る
こ
と
が
顕
在
化
す
る
点
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
を
第
n
期
と

比
べ
る
と
、
わ
ず
か
十
年
余
り
の
間
に
記
事
内
容
と
ス
タ
イ
ル
は
大
き
く
変
化
す
る

こ
と
に
気
づ
く
。

　
具
体
的
に
は
、
第
H
期
で
は
〈
悪
い
ニ
ュ
ー
ス
〉
が
ほ
と
ん
ど
消
失
し
、
代
わ
り

に
出
生
統
計
や
乳
児
死
亡
率
、
あ
る
い
は
衛
生
調
査
結
果
と
い
う
形
の
統
計
報
告
、

欧
米
を
中
心
と
す
る
国
際
ニ
ュ
ー
ス
、
さ
ら
に
児
童
保
護
や
母
体
保
護
に
関
わ
る
記

事
が
登
場
す
る
。
多
子
や
多
胎
の
記
事
も
第
－
期
と
同
様
に
登
場
す
る
の
だ
が
、
珍

し
い
存
在
で
あ
る
以
上
に
、
子
ど
も
を
数
多
く
産
む
こ
と
の
価
値
が
認
め
ら
れ
評
価

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
「
子
福
」
と
い
う
言
葉
が
象
徴
的
で
あ
る
よ
う
に
、
子
ど
も

数

は
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
幸
せ
だ
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
顕
在
化
す
る
。

　
大
正

十
四
年
三
四
六
号
に
は
「
本
邦
随
一
の
子
福
長
者
松
方
老
公
は
だ
し
と
い

ふ
、
和
蘭
の
実
業
界
に
有
名
な
紳
士
」
と
い
う
見
出
し
で
十
七
人
の
子
ど
も
を
も
つ

五
九
歳

オ
ラ
ン
ダ
人
男
性
を
紹
介
す
る
記
事
が
あ
る
。
神
戸
に
寄
港
し
た
米
国
汽
船

の
乗
船
者
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
ニ
ュ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
。
同
年
三
五
一
号
に
は

「
子

ど
も
が
十
九
人
」
と
い
う
見
出
し
で
国
内
の
「
子
福
者
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
静
岡
県
社
会
課
の
調
査
に
依
る
と
、
小
笠
原
郡
南
山
村
と
莚
原
町
に
十
九
人

の
子
福
者
が
各
一
人
宛
あ
っ
た
。
此
外
に
濱
名
郡
和
田
村
に
男
子
十
六
人
、
田

方
郡
刈
野
村
に
こ
れ
も
男
の
子
ば
か
り
、
十
五
人
生
ん
だ
の
が
あ
り
、
子
福
者

の
多
い
こ
と
に
於
て
日
本
一
だ
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。

　
昭
和
二
年
三
七
〇
号
に
は

記
事
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

「
子
福

者
」
の
女
性
が
＝
族
が
八
十
七
人
」
と
い
う

　
高
知
県
幡
多
郡
伊
藤
こ
め
（
九
五
）
と
い
う
高
齢
者
は
数
日
前
死
亡
し
た
が
、

夫
関
次
と
の
間
に
五
男
三
女
あ
り
、
孫
二
十
三
人
、
曾
孫
三
十
二
人
、
玄
孫
一

人
、
嫁
や
婿
を
数
ふ
れ
ば
十
九
人
、
合
計
八
十
三
人
の
子
福
者
で
あ
っ
た
と
は

一
寸
珍
ら
し
い
。

　
第
H
期
で
も
三
つ
児
は
依
然
、
ニ
ュ
ー
ス
に
な
る
。
同
年
三
七
六
号
の
「
函
館
市

の

三
ツ

児
」
で
は
三
つ
児
が
生
ま
れ
「
母
子
共
健
全
」
の
報
道
後
に
三
児
の
身
長
と

体
重
が
す
べ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
三
七
八
号
に
は
「
佳
き
日
に
三
つ
子
を
生
む
」

と
い
う
見
出
し
で
地
域
全
体
で
お
祝
い
す
る
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
登
場
す
る
。
「
明
石

市
森
本
菊
三
郎
妻
と
く
（
三
〇
）
は
…
…
男
二
人
、
女
一
人
の
三
つ
子
を
生
ん
だ
が
、

母
子
四
人
と
も
至
っ
て
健
全
で
、
朝
来
市
内
一
般
に
奉
祝
し
て
ゐ
る
折
柄
と
て
、
同
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家
で
は
大
変
な
喜
び
に
満
ち
満
ち
て
ゐ
る
。
」

　
第
H
期
で
は
こ
の
よ
う
に
多
胎
と
多
子
が
価
値
を
も
つ
に
至
る
。
し
か
し
、
当
事

者
に
と
っ
て
は
多
胎
や
多
子
が
常
に
幸
せ
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
で
あ
る
。
三
七
〇

号

に
は
「
珍
し
い
三
ツ
児
」
と
し
て
短
い
記
事
が
あ
る
。
「
東
京
市
深
川
区
出
口
某

妻
女

（三

三
）
は
来
春
出
産
の
お
腹
を
抱
て
ゐ
た
が
、
十
二
月
中
旬
突
然
早
産
し
た

所

が
、
男
児
二
児
、
女
児
一
児
と
云
ふ
三
つ
子
を
産
ん
だ
が
寒
さ
で
二
日
後
三
つ
子

共
死
亡

し
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
寒
さ
を
し
の
げ
な
い
貧
困
家
庭
に
と
っ
て
一

度

に
三
人
の
子
ど
も
の
誕
生
は
重
く
、
子
ど
も
の
死
は
救
い
だ
っ
た
こ
と
も
十
分
考

え
ら
れ
る
が
、
メ
デ
ィ
ア
か
ら
み
る
と
多
胎
そ
れ
自
体
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
第
n
期
に
お
い
て
は
多
胎
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ス
の
場
合
、
満
州
や
台
湾
で
起
こ
っ

た
出
来
事
で
も
伝
え
ら
れ
る
。
ま
た
多
子
に
つ
い
て
は
手
放
し
で
肯
定
的
と
な
る
。

こ
れ
は
第
－
期
の
「
伯
者
の
国
」
の
子
沢
山
に
面
食
ら
っ
た
大
阪
毎
日
新
聞
記
者
の

驚
き
か
ら
す
る
と
、
明
ら
か
に
異
な
る
時
代
に
入
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
多
産
礼
賛

の

時
代
で
あ
る
。
次
節
で
は
多
産
を
奨
励
し
て
い
く
上
で
、
ど
の
よ
う
な
論
理
が
用

い

ら
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

（4
）

出
産
を
数
え
る
傭
敵
的
ま
な
ざ
し
－
国
内
統
計
と
衛
生
調
査
の
整
備

そ
し
て
国
際
比
較

　
第
－
期
と
第
H
期
の
雑
報
を
比
較
す
る
と
、
国
内
の
人
口
動
態
、
特
に
関
西
の
そ

れ

に
対
す
る
関
心
が
高
く
な
り
、
出
産
と
死
産
の
動
向
に
た
え
ず
関
心
を
払
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
量
的
に
も
質
的
に
も
こ
の
二
期
の
違
い
は
極
め
て
大
き
い
。
こ

れ

ら
は
単
な
る
数
字
の
提
示
に
と
ど
ま
ら
ず
、
地
域
間
比
較
、
あ
る
い
は
全
国
平
均

と
の
比
較
を
通
じ
現
状
に
対
す
る
反
省
と
改
善
に
向
け
た
強
い
動
機
づ
け
の
根
拠
に

な
る
。

　
比
較
の

単
位
は
さ
ら
に
拡
大
し
、
推
進
の
方
向
性
は
欧
米
が
そ
の
準
拠
点
を
与
え

て

い

く
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
よ
り
多
く
産
む
こ
と
、
有
職
女
性
の
産
前
産

後
休
養
制
度
の
導
入
、
乳
児
死
亡
率
の
低
下
、
結
婚
の
推
進
で
あ
る
。
つ
ま
り
健
康

な
子
ど
も
を
結
婚
を
通
し
て
産
み
育
て
る
こ
と
に
目
的
が
収
敏
し
て
い
く
。

　
国
内
統
計
と
国
際
比
較
が
『
助
産
之
栞
』
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
伝
達
さ
れ
、

読
み

手
に
と
っ
て
現
状
は
た
え
ず
改
善
す
べ
き
対
象
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
欧
米
と

の
国
際
比
較
は
煽
る
装
置
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
人
口
調
査
者
が
も
た
ら
し
た
真
の
革
新
は
、
…
…
そ
の
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ

ク
な
数
量
化
」
に
あ
る
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
述
べ
て
い
る
〔
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン

一
九
九

七
、
二
八
一
頁
〕
。
日
本
で
は
内
閣
統
計
局
が
国
家
規
模
の
統
計
を
明
治
］
五

年
以
降
、
毎
年
『
日
本
帝
国
統
計
年
鑑
』
と
し
て
公
刊
し
て
い
る
。
こ
の
統
計
年
鑑

の
構
成
を
通
覧
す
る
と
、
分
類
項
目
は
第
－
期
前
後
を
境
に
、
詳
細
に
な
っ
て
い
く

こ
と
が
わ
か
る
。
人
口
、
衛
生
は
も
と
よ
り
教
育
、
司
法
、
警
察
、
衛
生
、
財
政
、

保
険
、
軍
備
、
産
業
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
選
挙
な
ど
の
諸
領
域
に
わ
た
り
「
帝
国
全
般

ノ
形
勢
ヲ
大
観
ス
ル
」
こ
と
が
で
き
る
〔
内
閣
統
計
局
一
九
一
八
〕
。

　
ア

ン
ダ
ー
ソ
ン
は
国
民
と
は
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
心
に
描
か
れ
た
想
像
の
政
治
共
同

体
で
あ
る
（
巨
o
°
q
日
o
臼
U
o
ピ
ざ
巴
6
0
日
日
已
巳
蔓
）
〔
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
一
九
九
七
、
二
四

頁
〕
と
定
義
し
た
が
、
想
像
さ
れ
た
共
同
体
と
い
う
視
角
は
、
明
治
期
か
ら
大
正
期

に
か
け
て
急
速
に
領
土
拡
大
を
果
た
し
て
い
く
日
本
の
近
代
と
、
国
家
政
策
の
受
け

手
と
な
る
人
々
の
意
識
を
理
解
す
る
上
で
有
効
で
あ
る
。
国
家
は
国
民
の
一
人
ひ
と

り
を
人
口
と
し
て
数
え
上
げ
把
握
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
統
計
が
そ
の

国
家
の
規
模
を
明
示
化
し
て
い
く
。
あ
ら
ゆ
る
事
柄
が
国
家
と
い
う
単
位
に
収
敏
す

る
形
で
数
量
化
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
傭
鰍
的
ま
な
ざ
し
は
必
ず
し
も
統
計
学
者
だ
け

で

な
く
統
計
を
根
拠
に
社
会
的
影
響
力
を
も
つ
で
あ
ろ
う
知
識
人
も
ま
た
獲
得
し
て

い
く
。

　
『
助
産
之
栞
』
二
四
六
号
に
は
内
閣
統
計
官
で
あ
っ
た
二
階
堂
保
則
の
「
本
邦
人

の
生
死

に
関
す
る
統
計
的
批
判
」
と
い
う
短
い
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
二
階
堂
は
日
本
社
会
で
行
わ
れ
て
い
る
母
乳
栄
養
は
極
め
て
良
習
慣
な
の
に
、
な

ぜ
乳
児
死
亡
は
文
明
国
に
あ
り
う
べ
き
で
は
な
い
高
さ
か
、
と
い
う
疑
問
を
呈
す

339



国立歴史民俗博物館研究報告

　　第141集2008年3月

る
。
海
外
の
学
者
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
国
際
比
較
を
し
て
み
る
と
日
本
よ
り
乳
児
死

亡
率
の
高
い
の
は
ロ
シ
ア
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
だ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ロ
シ
ア
は
日

本
の

よ
う
に
年
々
増
加
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
場

合
、
そ
の
率
を
低
下
し
つ
つ
あ
る
。
さ
ら
に
日
本
と
ほ
と
ん
ど
同
率
で
あ
る
イ
タ
リ

ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
三
国
に
つ
い
て
み
て
も
、
乳
児
死
亡
率
は
い
ず
れ

も
低
下
し
つ
つ
あ
り
、
日
本
の
よ
う
に
上
昇
の
一
途
と
い
う
国
は
な
い
。
で
は
出
産

率
が
高
く
な
る
ほ
ど
、
乳
児
死
亡
率
も
高
く
な
る
可
能
性
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
こ
で
二
階
堂
は
統
計
的
検
討
の
た
め
に
ベ
ル
ギ
ー
と
イ
ギ
リ
ス
の
一
八
四
六
～

一
八
七

五
年
ま
で
の
変
化
と
比
較
す
る
。
こ
れ
ら
二
国
の
出
産
率
は
こ
の
期
間
に
上

昇
し
た
も
の
の
、
こ
れ
と
相
関
す
る
形
で
は
乳
児
死
亡
率
が
上
昇
し
て
い
な
い
。

　

日
本
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
一
八
八
九
年
（
明
治
2
2
）
～
一
九
一
一
年
（
明
治

4
4
）
の
間
、
生
産
率
（
‖
出
産
率
）
は
増
加
す
る
。
こ
の
割
合
に
対
し
、
乳
児
死
亡

率
が
特
異
的
に
増
加
し
て
い
る
の
が
日
本
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
の

比
較
検
討
か
ら
、
二
階
堂
は
「
本
邦
の
乳
児
死
亡
率
増
加
は
何
等
か
特
別
の
原
因
あ

り
と
為
す
こ
と
決
し
て
失
当
な
ら
ざ
る
べ
き
な
り
」
と
結
論
づ
け
る
。

　
統
計
学
者
は
安
易
な
推
測
を
避
け
る
。
し
か
し
、
二
階
堂
が
「
特
別
の
原
因
」
と

呼
ん
だ
の
は
人
為
的
な
操
作
が
加
わ
っ
た
結
果
と
し
て
乳
児
死
亡
率
が
特
異
に
高
く

な
っ
た
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
実
数
は
ど
の
よ
う
な
変
化
を

示
し
て
い
る
の
か
、
明
治
三
二
年
か
ら
昭
和
五
年
ま
で
の
出
産
数
と
死
産
数
お
よ
び

乳
児
死
亡
数
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
（
表
4
）
。

　
一
九
〇
⊥
ハ
年
（
明
治
3
9
）
か
ら
一
九
〇
七
年
（
明
治
4
0
）
に
か
け
て
の
出
産
数

と
、
一
九
一
九
年
（
大
正
8
）
か
ら
一
九
二
〇
年
（
大
正
9
）
に
か
け
て
出
産
数
の

規
模

に
変
化
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
大
正
末
期
ま
で
一
貫
し
て
乳
児
死
亡
数
が
減
少

し
て
い
な
い
点
も
重
要
で
あ
る
。
出
産
を
数
え
る
立
場
か
ら
す
る
と
、
出
産
数
を
増

や

す
こ
と
と
同
じ
位
、
こ
の
時
代
の
死
産
数
と
乳
児
死
亡
数
の
多
さ
は
悩
ま
し
い
問

題
で

あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
本
論
が
と
り
あ
げ
た
第
－
期
の
直
前
に
一
つ
め
の
山
が

あ
り
、
一
九
〇
七
年
（
明
治
4
0
）
改
正
刑
法
に
よ
る
堕
胎
罪
の
厳
罰
化
が
進
ん
だ
こ

と
を
考
え
る
と
、
第
－
期
の
特
異
性
の
根
拠
が
わ
か
っ
て
く
る
。

　
二
階

堂
の
議
論
は
極
め
て
冷
静
で
あ
る
が
、
人
口
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
当
時

で

は
例
外
と
い
え
る
。
む
し
ろ
人
口
を
め
ぐ
る
当
時
の
議
論
の
多
く
は
煽
動
的
と

い
っ

て

よ
い
。
単
純
に
数
値
を
示
す
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
国
内
間
比
較
と
国

際
間
比
較
を
し
優
劣
を
競
う
か
ら
で
あ
る
。

　
『
助
産
之
栞
』
の
「
雑
報
」
で
は
、
こ
う
し
た
傾
向
が
日
露
戦
争
を
契
機
と
し
て

明
確
に
な
っ
て
く
る
。
一
九
〇
八
年
（
明
治
4
1
）
一
四
七
号
で
は
『
小
児
科
研
究
会

雑
誌
』
か
ら
「
児
童
統
計
の
話
し
」
が
転
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
十
四
力
国
比

較
を
通
じ
て
日
本
の
死
産
率
と
婚
姻
外
出
生
数
の
多
さ
が
問
題
と
さ
れ
る
。
「
私
生

児
の
多
少
を
以
て
直
ち
に
そ
の
国
民
の
道
徳
の
淳
薄
を
断
定
し
難
き
も
此
数
の
多
き

は
決
し
て
喜
ば
し
き
現
象
に
非
ず
」
と
あ
る
。
子
ど
も
数
だ
け
で
な
く
そ
の
質
も
重

要
で

あ
り
、
国
民
道
徳
と
し
て
の
家
族
の
あ
り
方
が
問
題
に
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
時
期
は
ま
だ
人
口
の
量
的
側
面
が
支
配
的
で
あ
る
。

　
一
九
一
六
年
（
大
正
5
）
二
四
二
号
に
は
「
世
界
に
稀
な
る
日
本
民
族
の
膨
張
力
」

と
い
う
見
出
し
の
も
と
に
帝
国
人
口
静
態
調
査
か
ら
「
臣
民
の
総
数
は
七
千
一
百
万

人

を
超
え
世
界
の
総
人
口
約
十
四
億
四
千
万
人
に
対
し
其
の
四
分
九
厘
に
当
る
」
と

い
う
解
説
が
あ
り
、
そ
の
後
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
続
く
。
「
帝
国
本
土
の
人
口
は

世
界
独
立
国
中
の
第
五
位
に
居
る
。
即
ち
支
那
、
欧
羅
巴
、
露
西
亜
、
北
米
合
衆
国
、

独
逸
に
亜
ぎ
填
地
利
、
旬
牙
利
、
大
府
列
顛
国
、
仏
蘭
西
、
伊
太
利
に
勝
る
。
…
－

（
こ
れ
に
朝
鮮
、
台
湾
、
樺
太
の
各
人
口
を
合
わ
せ
）
帝
国
臣
民
の
総
数
を
以
て
比

較
す
れ
ば
北
米
合
衆
国
に
亜
ぎ
独
逸
の
上
位
に
在
り
」
。

　

こ
の
よ
う
な
傭
鰍
的
ま
な
ざ
し
か
ら
す
る
と
、
死
産
率
や
乳
児
死
亡
率
の
高
さ
は

緊
急
に
改
善
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
一
九
一
九
年
（
大
正
8
）
二
七
六
号
に
は
神
戸

市
に
関
す
る
「
怖
る
べ
き
乳
児
死
亡
率
」
と
題
さ
れ
た
次
の
よ
う
な
記
事
が
掲
載
さ

れ
て

い
る
。世

界
列
強
で
は
乳
児
死
亡
の
防
遇
（
ぼ
う
あ
つ
）
に
努
む
る
事
、
菰
に
年
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表4　明治後期から昭和初期の出産数・乳児死亡数の変化
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あ
っ
て
各
国
共
に
逐
年
死
亡
率
の
減
退
を
来
し
つ
つ
あ
る
の
に
、
独
り
日
本
の

乳
児
死
亡
率
は
逆
様
に
寧
ろ
逐
年
増
加
の
趨
勢
に
あ
る
の
は
何
と
し
た
事
だ
ら

う
。
即
ち
英
国
（
ウ
ェ
ル
ス
）
で
は
千
九
百
年
に
千
人
中
百
五
十
六
人
の
乳

児

（出
生
よ
り
一
歳
ま
で
の
）
死
亡
を
見
て
ゐ
た
の
が
十
年
後
に
は
百
九
人
に

減

じ
、
米
国
（
紐
育
）
の
如
き
も
千
九
百
二
年
に
百
八
十
一
人
の
乳
児
死
亡
を

見

た
も
の
が
千
九
百
十
四
年
に
は
九
十
五
人
、
即
ち
約
半
分
に
減
じ
て
ゐ
る
。

然

る
に
我
国
は
什
（
「
何
」
の
誤
り
…
…
筆
者
注
）
う
だ
ろ
う
。
千
九
百
年
に

は
生
産
児
千
人
中
百
五
十
三
人
で
あ
っ
た
乳
児
死
亡
率
が
千
九
百
九
年
に
は

百
六
十
六
人
と
却
て
約
一
割
の
増
加
を
示
し
て
ゐ
る
。
斯
く
の
如
く
世
界
の
趨

勢

に
背
馳
し
て
乳
児
死
亡
率
漸
増
の
歩
調
を
辿
り
つ
つ
在
る
我
国
の
中
に
あ
っ

て

も
特
に
神
戸
市
の
乳
児
死
亡
率
の
甚
だ
顕
著
な
る
も
の
も
あ
る
は
有
難
か
ら

ざ
る
事
実
で
あ
る
。
即
ち
、
日
本
乳
児
死
亡
率
は
生
産
時
千
人
中
百
六
十
六
人

と
い
ふ
さ
へ
悲
し
む
べ
き
事
だ
の
に
神
戸
市
の
乳
児
死
亡
率
は
三
百
八
人
と
い

ふ
巨
数
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
二
年
前
の
調
査
結
果
か
ら
大
阪
、
京
都
、
東
京
に
比
べ
て
も
「
遙
優
越
（
？
）
の

地
位
に

あ
る
…
…
は
決
し
て
神
戸
市
の
名
誉
で
は
な
い
」
と
し
て
、
国
際
間
お
よ
び

国
内
間
比
較
か
ら
問
題
が
認
識
さ
れ
、
読
み
手
に
対
し
、
改
善
に
向
け
た
圧
力
が
加

え
ら
れ
る
。

　
第
－
期
と
第
H
期
の
中
間
期
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
か
ら
は
、
な
ぜ
第
n
期
に
統
計

が
多
用
さ
れ
て
い
く
の
か
、
そ
の
根
拠
と
経
緯
が
わ
か
っ
て
く
る
。

　
第
－
期
で
は
『
日
本
帝
国
統
計
年
鑑
』
の
発
行
が
す
で
に
三
〇
回
を
超
え
、
地
域
単

位
で

も
国
家
単
位
で
も
人
口
動
態
を
は
じ
め
と
し
て
社
会
現
象
や
社
会
組
織
が
「
通

し
番
号
」
を
つ
け
ら
れ
「
系
列
化
」
〔
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
一
九
九
七
、
二
八
二
、
三
〇
〇

頁
〕
さ
れ
配
列
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
第
－
期
で
は
ま
だ
十
分
に
統
計

が
言
説
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
な
い
。
第
－
期
の
記
事
で
は
「
大
阪
市
の
出
産
と
死

亡
数
」
（
一
八
三
号
）
、
「
新
潟
県
下
に
於
け
る
助
産
婦
取
扱
成
績
」
三
八
四
号
）
、

「
開
業
医
な
き
町
村
」
（
一
九
四
号
）
が
わ
ず
か
に
み
ら
れ
る
。
海
外
の
紹
介
記
事
も

同
様
に
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
い
。
と
こ
ろ
が
第
n
期
に
な
る
と
様
相
が
一
変
し
、
ほ

ぼ
毎
号
、
欧
米
の
い
ず
れ
か
の
国
が
短
い
記
事
と
し
て
登
場
す
る
。
テ
ー
マ
は
母
性

保
護
、
児
童
保
護
、
産
児
調
節
（
反
対
）
、
多
産
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら

は
日
本
社
会
が
見
な
ら
う
べ
き
モ
デ
ル
と
し
て
記
載
さ
れ
る
記
事
と
、
見
な
ら
っ
て

は
い
け
な
い
例
と
し
て
の
記
事
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。

　
第
n
期
に
な
り
、
は
じ
め
て
登
場
す
る
の
は
衛
生
調
査
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。

三

四
一
号
（
大
正
1
3
年
）
に
は
「
誤
れ
る
乳
児
の
栄
養
法
」
と
題
す
る
記
事
に
衛
生

調
査
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
大
阪
市
保
健
部
が
実
施
し
た
内
容
で
、
堀
川
と

今
宮
の
二
つ
の
乳
児
院
に
派
遣
看
護
婦
班
を
設
置
し
、
「
看
護
婦
が
そ
れ
ぞ
れ
細
民

階
級
の
産
家
を
訪
問
し
て
産
婦
の
摂
生
と
育
児
の
心
得
方
を
親
切
に
説
き
廻
っ
て
」

行
っ
た
と
あ
る
。
調
査
の
中
心
は
産
後
の
哺
乳
状
況
と
乳
児
の
健
康
状
態
で
あ
る
。

約
二
ヶ
月
間
の
戸
別
訪
問
に
よ
る
栄
養
相
談
の
実
施
に
加
え
、
出
産
と
「
早
流
死
産
」

状
況
、
乳
児
の
健
康
と
疾
病
と
死
亡
に
関
す
る
パ
ネ
ル
調
査
の
実
施
で
あ
る
。
今
宮

周
辺
の
出
産
数
と
乳
児
死
亡
数
の
関
係
を
み
る
と
「
子
福
者
」
が
多
く
、
訪
問
家
庭

の
乳
児
死
亡
率
は
三
二
・
三
％
を
占
め
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
を
「
六
子
以
上
の
家

庭
」
に
つ
い
て
み
る
と
子
ど
も
の
生
存
数
は
さ
ら
に
下
回
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
、

と
報
告
し
て
い
る
。

　
三

四
七
号
「
子
供
の
保
健
に
全
力
を
注
ぐ
欧
州
の
状
況
」
と
い
う
記
事
は
内
務
省

社
会
部
技

師
の
談
話
で
あ
る
。
技
師
の
視
察
に
よ
る
と
、
産
児
制
限
論
者
石
本
恵

吉
の
報
告
と
異
な
り
、
オ
ラ
ン
ダ
の
状
況
は
「
益
（
マ
マ
）
出
産
を
奨
励
し
て
ゐ
る
」

と
い
う
。
オ
ラ
ン
ダ
に
「
子
供
相
談
所
が
六
十
箇
所
」
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
「
児
童
健

康
の
相
談
所
が
二
千
余
箇
所
」
も
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

三

七

五

号
（
昭
和
2
年
）
に
は
「
東
京
市
細
民
の
出
産
と
死
亡
率
調
査
」
が
東
京

市
社
会
局
保
護
課
に
よ
る
実
施
結
果
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と

「
産
児
率
に
於
て
一
人
当
り
半
畳
の
家
屋
は
一
人
当
り
五
畳
の
家
屋
に
五
倍
し
、
死

亡

率
に
於
て
一
人
当
り
半
畳
の
家
屋
に
一
人
当
り
五
畳
の
家
屋
に
三
倍
し
て
ゐ
る
」
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と
し
て
、
貧
困
と
出
産
率
・
死
亡
率
の
関
係
は
衛
生
調
査
の
対
象
と
し
て
浮
上
す

る
。　

三
七
九
号
（
昭
和
2
年
）
に
は
「
全
国
九
地
方
に
亘
っ
て
衛
生
調
査
の
結
果
」
と

い
う
報
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
内
務
省
衛
生
局
が
全
国
を
九
地
方
に
分
け
「
代
表

的
非
衛
生
農
村
一
カ
所
を
選
定
し
」
そ
れ
ぞ
れ
に
各
専
門
医
と
助
手
の
チ
ー
ム
を
結

成

し
、
「
全
村
民
の
健
康
診
断
体
格
検
査
糞
尿
検
査
等
は
勿
論
各
住
宅
の
状
況
、
飲

料
水
の

検
査
、
其
他
衣
食
住
等
に
関
し
…
…
詳
細
な
る
調
査
」
を
実
施
し
た
も
の

で
、
「
人
口
五
萬
以
上
の
都
市
と
の
比
較
」
か
ら
わ
か
る
農
村
の
公
衆
衛
生
状
況
の

実
態
報
告
で
あ
る
。
同
号
に
は
「
結
核
疾
患
死
亡
十
一
萬
余
」
と
い
う
内
務
省
衛
生

局
に
よ
る
調
査
結
果
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
出
産
を
奨
励
し
嬰
児
殺
を
含
む
死
産
数
を
減
少
さ
せ
、
さ
ら
に
衛
生
調
査
に
よ
っ

て

死
亡

に
関
連
す
る
要
因
を
特
定
す
る
作
業
も
着
々
と
行
わ
れ
報
告
さ
れ
る
。
以
上

の

よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
報
道
を
通
じ
、
当
時
の
知
識
人
や
医
師
が
直
接
に
は
産
婆
に
向

け
て
お
こ
な
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
次
節
で
は
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

④
統
制
の
ゆ
く
え
と
担
い
手

（
1
）

国
民
意
識
と
家
庭
道
徳
の
形
成
－
煽
ら
れ
る
〈
人
口
増
殖
〉
と
〈
民

族
膨
張
〉

　
明
治
末
期
か
ら
『
助
産
之
栞
』
「
雑
報
」
に
お
い
て
堕
胎
は
犯
罪
で
あ
る
こ
と
が

ニ

ュ

ー
ス
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
報
道
が
読
み
手
で
あ
る
産
婆
を
通
し

て

当
時
多
か
っ
た
嬰
児
殺
を
や
め
さ
せ
る
意
図
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第

H
期
で
は
〈
悪
い
ニ
ュ
ー
ス
〉
に
代
わ
り
、
今
度
は
多
子
や
多
胎
に
注
目
し
、
そ
れ

ら
を
賞
賛
す
る
記
事
を
掲
載
す
る
こ
と
で
多
く
産
む
こ
と
自
体
が
よ
い
こ
と
、
と
い

う
価
値
を
強
調
す
る
。
さ
ら
に
は
統
計
や
国
際
比
較
に
よ
っ
て
、
一
層
の
出
産
率
の

増
大
、
死
産
率
の
低
下
、
乳
児
死
亡
率
の
減
少
を
煽
る
形
で
進
め
て
い
く
経
過
を
み

て
き
た
。

　

こ
う
し
た
関
心
が
よ
り
具
体
的
な
言
葉
と
し
て
、
政
治
家
、
学
者
、
教
育
者
、
医

師
な
ど
当
時
の
知
識
人
か
ら
助
産
や
看
護
の
実
践
者
に
向
け
て
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ

た
の
か
、
講
演
を
行
っ
た
当
時
の
知
識
人
の
言
葉
に
注
目
し
、
〈
人
口
増
殖
〉
と
〈
民

族
膨
張
〉
へ
の
意
志
が
ど
の
よ
う
に
語
り
伝
え
ら
れ
た
の
か
を
み
て
い
く
こ
と
に
す

る
。

a
．
帝
国
小
学
校
校
長
　
西
山
惹
治
「
子
無
税
を
課
せ
」
（
大
正
八
年
、
二
七
四
号
）

　
西

山
が
『
助
産
之
栞
』
に
登
場
す
る
の
は
二
回
ほ
ど
だ
が
、
子
ど
も
を
多
く
産
む

こ
と
に
向
け
て
、
単
純
明
快
な
主
張
を
次
の
よ
う
に
行
う
。

　
一
方
で
子
供
の
多
い
者
が
之
を
教
育
す
る
と
い
ふ
重
い
税
を
背
負
っ
て
ゐ
る

の

に
他
方
で
子
供
が
無
い
為
め
、
豊
裕
な
生
活
を
続
け
て
ゐ
る
者
が
あ
る
の
は

甚
だ
不
公
平
な
訳
で
あ
る
か
ら
、
私
は
此
の
間
の
均
衡
を
計
る
為
に
国
家
が
子

無
税
を
課
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る
者
で
あ
る
。
日
本
が
長
く
現
在
の
人

口

を
維
持
し
て
行
く
に
は
天
折
す
る
者
が
多
い
為
め
、
一
家
庭
で
五
人
平
均
の

子
供

を
生
ま
ね
ば
な
ら
な
い
割
合
で
あ
る
か
ら
、
結
婚
後
三
、
五
年
経
過
し
て

尚
ほ
子
供
が
な
い
場
合
は
、
子
供
一
人
に
対
し
拾
円
と
し
て
子
無
税
を
課
す
る

方
法
を
執
り
た
い
。
又
一
定
の
収
入
が
あ
る
独
身
者
に
対
し
て
も
同
じ
く
独
身

税
を
課
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
子

ど
も
を
も
た
な
い
こ
と
は
「
養
育
の
義
務
は
素
よ
り
兵
役
の
義
務
も
果
た
し
得

な
い
」
か
ら
現
状
の
ま
ま
で
は
不
公
平
で
あ
る
。
そ
の
分
、
該
当
す
る
者
に
課
税
を

す
べ
き
で
あ
り
、
西
山
の
試
算
で
は
「
十
人
に
一
人
が
結
婚
後
子
を
生
ま
ぬ
と
す
れ

ば

大
約
壱
億
円
の
子
無
税
が
徴
せ
ら
れ
る
」
「
斯
く
す
れ
ば
経
済
関
係
と
離
れ
て
国

民

は
安
心
し
て
子
孫
繁
殖
に
意
を
用
ひ
得
る
」
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

　
西

山
の
同
主
旨
の
論
説
が
二
度
ま
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
と
し
て
突
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出
し
た
主
張
だ
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
実
際
、
三
八
〇

号

に
は
イ
タ
リ
ア
に
独
身
税
と
子
な
し
税
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
記

事
が
掲
載
さ
れ
、
三
七
六
号
に
は
当
時
の
首
相
ム
ッ
ソ
リ
ー
二
が
「
毎
年
讐
児
を
四

組
も
生
ん
」
だ
女
性
に
祝
金
五
〇
〇
リ
ラ
を
届
け
た
ニ
ュ
ー
ス
や
「
一
八
人
目
の
子

供

を
生
み
…
…
三
人
訣
け
た
の
み
で
他
は
全
部
母
子
共
に
健
全
で
あ
る
事
を
祝
っ

て
、
五
百
リ
ラ
」
を
祝
金
を
贈
っ
た
ニ
ュ
ー
ス
（
三
八
一
号
）
も
あ
る
。
多
産
は

無
条
件
に
国
家
へ
の
義
務
の
履
行
で
あ
り
貢
献
で
あ
る
と
す
る
見
方
は
国
内
外
の

ニ
ュ

ー
ス
報
道
に
よ
り
一
層
、
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

b
．
講
師
高
見
健
一
「
吾
等
の
任
務
は
広
汎
な
り
」
（
大
正
六
年
、
二
五
二
号
）

　
児
童
保
護
を
中
心
と
し
た
社
会
事
業
に
関
す
る
論
説
で
『
助
産
之
栞
』
に
は
頻
繁

に

登
場
す
る
。
シ
カ
ゴ
の
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
ハ
ゥ
ス
の
見
学
記
を
書
く
な
ど
欧
米
の
事

情
に

も
詳
し
い
が
、
『
助
産
之
栞
』
編
集
に
携
わ
る
以
前
に
関
す
る
職
歴
は
今
の
と

こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

　
大
正
六

年
と
い
え
ば
福
岡
や
佐
賀
で
養
育
費
目
当
て
の
貰
い
子
殺
し
が
ニ
ュ
ー
ス

　
　
　
　
　
（
9
）

に
な
っ
て
い
る
。
高
見
は
こ
れ
ら
の
ニ
ュ
ー
ス
を
引
用
し
な
が
ら
、
不
幸
な
子
ど
も

た
ち
が
殺
さ
れ
ず
に
生
き
て
い
れ
ば
「
如
何
な
る
偉
大
な
る
貢
献
を
国
家
に
致
せ
し

や

も
知
る
べ
か
ら
ず
。
英
雄
、
豪
傑
、
賢
母
、
良
妻
の
卵
が
尚
ほ
艀
化
せ
ざ
る
に
躁

踊
せ

ら
れ
、
偉
大
な
る
可
能
力
を
実
現
す
る
能
は
ざ
る
に
到
り
し
は
、
実
に
長
嘆
大

息

（ち
ょ
う
た
ん
た
い
そ
く
）
に
堪
へ
ざ
る
処
な
り
」
と
残
念
が
る
。

　

さ
ら
に
は
英
国
海
軍
ネ
ル
ソ
ン
将
軍
に
つ
い
て
の
伝
記
に
言
及
し
「
若
し
ネ
ル
ソ

ン

を
し
て
猛
熊
の
歯
牙
に
蜷
（
た
お
）
る
れ
ば
、
他
日
英
国
の
海
軍
に
理
想
的
の
良

将

を
有
せ
ざ
る
べ
く
、
随
っ
て
他
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
暴
威
を
挫
く
べ
き
人
物
代
り
に

出
で
ざ
ら
ん
か
、
欧
州
地
図
の
色
別
恐
ら
く
今
日
の
如
く
な
ら
ざ
り
し
な
ら
ん
之
れ

を
思
ひ
、
彼
れ
を
思
へ
ば
、
前
記
の
不
幸
な
る
児
女
に
対
し
て
も
、
無
限
の
悼
惜
を

禁
ず

る
能
は
ざ
る
な
り
」
と
い
う
。
す
べ
て
の
子
ど
も
は
無
前
提
に
大
切
に
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
く
、
「
英
雄
、
豪
傑
」
と
し
て
戦
う
か
、
「
賢
母
、
良
妻
」

に
な
る
可
能
性
を
も
っ
た
命
で
あ
る
こ
と
が
前
提
な
の
で
あ
る
。
高
見
の
主
張
に
よ

れ

ば
、
惜
し
む
命
は
国
家
の
た
め
に
役
立
っ
て
こ
そ
意
味
を
も
つ
。

c
．
貴
族
院
議
員
山
脇
　
玄
「
日
本
社
会
の
改
造
」
（
大
正
八
年
、
二
七
六
号
）

　
山
脇
　
玄
は
明
治
初
期
に
ド
イ
ツ
で
法
律
、
経
済
を
学
び
法
制
局
部
長
、
行
政
裁

判
所
長
官
を
務
め
た
。
ま
た
妻
は
山
脇
学
園
創
設
者
で
あ
り
夫
婦
と
も
極
め
て
社
会

的
影
響
力
の
強
い
立
場
に
い
た
人
物
で
あ
る
〔
『
日
本
人
名
大
辞
典
』
一
九
八
七
〕
。
山

脇
は
、
日
本
社
会
に
は
モ
ラ
ル
の
向
上
と
平
均
寿
命
の
向
上
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の

た
め
に
「
家
庭
生
活
の
改
良
」
と
「
婦
人
の
覚
悟
が
大
切
」
だ
と
い
う
。

一　

凡

そ
家
庭
は
子
女
を
中
心
と
し
て
、
平
和
で
、
安
静
で
、
純
潔
で
有
ら
ね

ば

な
ら
ぬ
。
然
る
に
我
国
の
上
中
流
に
は
頗
る
不
健
全
な
家
庭
が
多
い
。
即

ち
、
一
夫
一
婦
制
の
如
き
其
の
名
は
あ
れ
ど
、
其
の
実
が
挙
が
ら
ず
。
気
息

奄
々
僅
に
形
骸
を
止
む
る
に
過
ぎ
ぬ
。
其
の
結
果
、
善
良
な
る
子
女
、
善
良
な

る
国
民
が
出
来
な
い
。
社
会
の
凡
ゆ
る
方
面
を
規
律
正
し
い
真
面
目
な
、
経
済

的
の
も
の
た
ら
し
め
ん
に
は
、
家
庭
の
生
活
方
法
を
根
本
的
に
改
良
し
な
け
れ

ば

駄
目
で
有
る
。

　
さ
ら
に
続
け
て
「
元
来
、
我
が
国
民
は
秩
序
心
と
経
済
心
を
欠
き
、
正
味
の
な
い

無
駄
な
生
活
を
続
け
て
」
い
る
か
ら
「
各
自
家
庭
の
経
済
方
面
を
改
良
し
、
物
質
の

冗
費
を
省
く
と
同
時
に
、
日
常
生
活
を
規
律
正
し
く
し
、
時
間
と
労
力
を
徒
費
せ
ぬ

様
に
す
る
事
…
…
之
を
励
行
せ
ば
心
神
（
マ
マ
）
は
常
に
爽
快
に
成
り
、
事
業
は
進

歩
し
社
会
生
活
は
健
全
と
な
る
。
全
て
時
間
に
は
価
値
を
有
た
せ
一
分
一
秒
た
り
共
、

無
駄
な
時
を
費
や
さ
ず
、
正
味
あ
る
生
活
」
が
重
要
で
あ
る
と
山
脇
は
述
べ
る
。
こ

う
し
て
夫
婦
、
親
子
の
あ
り
方
、
日
常
生
活
の
過
ご
し
方
に
お
け
る
「
秩
序
心
と
経

済
心
を
養
成
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
」
と
す
る
。

　

山
脇
は
国
民
と
し
て
の
「
質
」
の
向
上
を
主
張
す
る
が
、
量
の
低
下
を
看
過
す
る

わ
け
で
は
な
い
。
死
亡
率
の
上
昇
に
よ
り
国
民
平
均
寿
命
が
「
明
治
一
九
年
頃
は
男
子

三

八
・
一
三
、
女
子
三
八
・
九
一
で
あ
っ
た
も
の
が
、
近
来
は
男
子
三
〇
・
九
九
、
女
子
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三
一
・
三
六
歳
」
と
低
下
し
て
い
る
と
憂
い
、
出
生
率
は
高
い
か
ら
「
人
口
増
殖
の
上

に
甚
だ
気
丈
夫
で
あ
る
が
、
男
女
の
死
亡
率
の
増
加
は
実
に
寒
心
に
堪
へ
ざ
る
も
の

が
有
る
」
と
い
う
。
「
人
口
増
殖
」
は
は
じ
め
か
ら
重
要
課
題
で
あ
る
。

　
当
時
の
知
識
人
が
日
本
社
会
を
議
論
す
る
場
合
、
こ
の
よ
う
に
人
口
増
殖
は
す
で

に
大
前
提
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
言
説
は
第
－
期
か
ら
明
確
な
形
で
登
場
し
て
く

る
。
医
療
関
係
者
を
前
に
行
っ
た
大
隈
重
信
の
演
説
が
『
助
産
之
栞
』
に
登
場
す
る

の

は
日
露
戦
争
直
後
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
み
た
中
で
は
、
政
治
的
影
響
力
が
も
っ
と

も
強
い
人
物
で
あ
る
。
時
期
は
さ
か
の
ぼ
る
が
、
最
後
に
大
隈
の
主
張
を
み
て
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

d
．
大
隈
重
信
「
同
仁
会
支
部
総
会
　
演
説
」

　
一
九
〇
七
年
（
明
治
4
0
）
一
〇
月
二
八
日
　
大
阪
中
之
島
公
会
堂
で
開
か
れ
た
る

同
仁
会
支
部
総
会
席
上
「
会
員
三
〇
〇
余
名
」
を
前
に
し
た
演
説
記
録
で
あ
る
。
「
医

師
及
助
産
婦
奨
励
の
理
由
」
は
「
東
洋
の
平
和
」
に
あ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

る
は
焦
眉
の
急
務
な
り
」
と
す
る
。

　
一
産
婆
が
内
地
に
お
い
て
は
営
業
面
白
か
ら
ず
と
て
十
三
、
四
名
の
産
婆
を

引
連
れ
て
渡
清
し
た
る
に
成
績
頗
る
宜
し
く
毎
月
三
百
両
乃
至
五
百
両
の
収
入

あ
り
と
い
ふ
。
蓋
し
清
国
各
地
に
は
本
邦
人
の
在
留
す
る
も
の
少
な
か
ら
ず
。

之
等
同
胞
が
医
師
の
欠
乏
の
た
め
に
困
難
す
る
と
一
方
な
ら
ず
と
聞
け
り
。
又

我

邦
現
在
の
医
師
総
数
は
四
萬
な
れ
ば
こ
の
以
例
（
マ
マ
）
を
以
て
す
れ
ば
少

く
と
も
韓
国
に
一
萬
、
清
国
に
四
十
萬
総
計
無
慮
以
五
十
萬
の
医
師
を
要
す
る

次
第
な
り
。
サ
レ
バ
其
養
成
と
発
展
と
は
実
に
一
日
を
緩
ふ
す
べ
か
ら
ざ
る
問

題

に
し
て
こ
の
慈
仁
的
発
展
は
口
て
人
道
と
一
致
し
平
和
と
終
始
す
る
高
尚
に

し
て
喫
緊
な
る
大
問
題
な
れ
ば
希
く
は
諸
君
に
お
い
て
本
会
の
た
め
に
益
々
努

力
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
切
望
し
て
止
ま
ざ
る
な
り
。

清

国
に
派
遣
す
べ
き
医
師
の
養
成
に
努
め
つ
つ
あ
り
。
今
や
本
邦
は
日
英
同

盟
、
日
仏
、
日
露
両
協
約
に
よ
り
て
東
洋
の
平
和
を
永
遠
に
維
持
す
る
の
策
を

講

じ
、
独
米
填
伊
其
他
世
界
各
国
は
以
て
平
和
の
徳
澤
を
受
け
つ
つ
あ
り
。
之

を
切
言
す
れ
ば
、
東
洋
平
和
の
鍵
は
畏
れ
多
く
も
我
皇
室
の
御
手
に
握
ら
せ
給

ふ

と
謂
つ
べ
し
。
其
臣
民
た
る
平
和
人
道
の
た
め
に
尽
痒
す
る
所
な
か
る
べ
か

ら
ず
。
而
し
て
慈
仁
を
以
て
標
榜
と
す
る
我
同
仁
会
の
如
き
高
尚
な
る
思
想
の

発
動
は
あ
く
ま
で
之
を
普
及
せ
し
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
若
し
夫
れ
清
国
今
日
の

貧
弱
無
力
を
以
て
す
れ
ば
こ
そ
餓
虎
の
前
の
一
塊
の
肉
た
る
状
態
に
も
陥
る
な

れ
。
幸
に
我
同
仁
会
の
如
き
あ
り
て
、
先
づ
医
術
を
以
て
彼
ら
を
教
へ
然
る
後
、

有
ゆ
る
（
マ
マ
）
文
明
を
注
入
し
以
て
清
国
を
し
て
自
衛
自
立
の
国
家
た
る
を

得
さ
し
め
ば
現
在
の
同
名
協
約
の
如
き
は
抑
も
何
す
る
も
の
ぞ
。
東
洋
の
平
和

は

労
せ
ず
し
て
維
持
し
得
べ
き
の
み
。

大

隈
は
、
同
仁
会
を
通
じ
て
女
医
、
産
婆
や
看
護
婦
を
養
成
し
「
清
国
に
派
遣
す

　
大
隈
の
演
説
か
ら
は
、
日
露
戦
争
以
降
の
帝
国
領
土
と
人
口
に
対
す
る
ま
な
ざ
し

が
い
か

に
一
貫
し
て
拡
大
を
志
向
し
て
い
た
か
、
あ
ら
た
め
て
わ
か
っ
て
く
る
。
人

口

の
量

的
拡
大
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
質
的
に
は
、
離
婚
率
の
高
さ
と
婚
外
出
生
の

割
合
の
高
さ
、
そ
し
て
死
産
率
や
乳
児
死
亡
率
の
高
さ
を
改
善
す
る
こ
と
を
目
標
と

し
て
、
結
婚
の
奨
励
、
多
産
の
奨
励
が
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
行
わ
れ
た

の

で
あ
る
。

（
2
）
医
師
に
内
面
化
さ
れ
た
国
家
の
意
志

　
近
代
産
婆
の
養
成
教
育
は
医
師
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お

り
で
あ
る
。
と
り
わ
け
近
代
産
婆
の
黎
明
期
に
は
医
師
自
ら
が
産
婆
学
校
を
設
立

し
、
近
代
産
婆
の
育
成
に
熱
心
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
浜
田
玄
達
（
東
京
）
、
高
橋

辰
五
郎
（
新
潟
）
、
緒
方
正
清
（
大
阪
）
は
そ
の
代
表
と
い
え
る
。

　

こ
の
意
味
で
、
性
と
出
産
の
統
制
と
い
う
視
点
か
ら
す
る
と
、
国
家
の
意
志
を
ど

の

よ
う
に
内
面
化
し
実
践
し
た
の
か
は
、
産
婆
以
上
に
医
師
に
関
し
て
注
目
す
る
必
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要
が
あ
る
。
産
婆
に
対
し
、
指
導
教
育
す
る
立
場
に
あ
っ
た
医
師
や
折
に
ふ
れ
て
講

演

す
る
知
識
人
た
ち
の
役
割
や
影
響
は
大
き
い
。
近
代
教
育
を
受
け
た
産
婆
は
開
業

産
婆
と
し
て
地
域
の
家
庭
を
訪
問
す
る
こ
と
で
、
出
産
の
援
助
者
に
な
り
ま
た
産
家

の

直
面
す
る
問
題
や
悩
み
の
相
談
者
に
も
し
ば
し
ば
な
り
え
た
。

　
妊

産
婦
を
対
象
と
し
て
日
々
、
現
場
で
仕
事
を
す
る
産
婆
か
ら
み
る
と
医
師
は
ど

の

よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
た
か
。
ま
ず
第
一
に
、
最
新
の
医
学
情
報
を
伝
え
る
専

門
家
と
し
て
、
か
つ
教
育
者
と
し
て
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
育
的
指
導
者
と

し
て
医
師
た
ち
の
言
動
は
近
代
産
婆
の
誕
生
し
た
当
初
か
ら
極
め
て
大
き
な
影
響
力

を
も
つ
。
次
に
府
県
レ
ベ
ル
の
産
婆
会
や
後
に
は
全
国
レ
ベ
ル
の
産
婆
会
が
結
成
さ

れ

る
と
、
そ
の
産
婆
会
長
に
医
師
も
し
く
は
衛
生
課
長
が
就
任
す
る
と
い
う
形
に
象

徴

さ
れ
る
よ
う
に
、
産
婆
の
意
見
や
希
望
を
ま
と
め
る
職
業
的
指
導
者
と
し
て
も
医

師
は
産
婆
の
上
位
に
位
置
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
職
業
的
指
導
者
と
し
て
も
直
接
的

影
響
力
を
も
つ
立
場
に
あ
る
。

　

以
下

で

は
第
－
期
よ
り
少
し
前
に
な
る
が
、
日
露
戦
争
開
戦
時
の
一
九
〇
四
年

（明
治
3
7
）
か
ら
一
九
二
二
年
（
大
正
H
）
ま
で
の
医
師
た
ち
の
言
動
を
み
て
い
く

こ
と
に
す
る
。

　
緒
方
正
清
の
も
と
で
産
婦
人
科
医
師
と
し
て
の
研
修
を
受
け
た
高
橋
辰
五
郎
は
、

郷
里
の
新
潟
に
戻
り
産
婆
学
校
を
設
立
し
て
い
る
。
校
長
と
し
て
医
師
と
し
て
、
高

橋

は
女
性
の
独
立
し
た
職
業
と
し
て
「
助
産
婦
」
を
広
く
社
会
に
広
報
す
る
こ
と
に

力
を
入
れ
て
い
た
。
次
の
演
説
は
新
潟
高
等
女
学
校
校
友
会
に
お
い
て
行
わ
れ
た
も

の

で
あ
る
。

「女
子
の
高
等
の
職
業
と
し
て
助
産
婦
業
を
推
薦
す
」
（
明
治
三
七
年
　
九
六
号
）

　
我

国
で
は
助
産
婦
の
進
ま
ぬ
に
よ
り
て
、
死
産
児
と
云
ふ
の
が
非
常
に
多

い
。
其
死
産
児
の
多
ひ
丈
け
毎
年
我
国
の
人
口
を
損
じ
て
居
る
の
で
有
る
。
夫

れ

で
三
十
三
年
の
出
産
が
一
、
四
〇
六
、
六
二
四
人
　
死
産
が
一
三
七
、
七
六
九

人

　
平
均
凡
そ
百
人
に
九
人
六
分
宛
に
当
る
。
死
産
児
の
十
三
萬
七
千
即
ち
凡

そ
十
四
萬
と
云
ふ
人
数
は
驚
く
可
き
大
数
で
有
る
。
此
度
の
日
露
戦
争
で
は
我

国
か
ら
凡
そ
三
十
萬
以
上
の
兵
隊
を
出
す
事
で
有
ろ
う
が
、
三
十
万
人
は
大
約

ニ

カ
年
分
の
死
産
児
の
数
で
有
る
。
其
れ
故
に
、
今
助
産
婦
の
力
に
よ
り
て
、

凡
そ
ニ
カ
年
半
分
の
死
産
を
悉
く
救
う
事
が
出
来
、
之
を
丘
ハ
隊
と
致
し
て
戦
場

へ
出
す
事
と
す
る
と
、
十
分
に
露
西
亜
に
打
ち
勝
つ
こ
と
が
出
来
る
と
云
ふ
次

第
で
有
る
。

　
「
助
産
婦
が
進
歩
」
す
る
こ
と
で
「
産
褥
熱
の
死
亡
者
」
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
が

で

き
る
と
力
強
く
訴
え
る
。
高
橋
は
こ
の
よ
う
に
「
助
産
婦
」
の
社
会
的
重
要
性
に

つ
い
て

繰
り
返
す
。
『
助
産
之
栞
』
に
掲
載
さ
れ
る
他
の
論
説
か
ら
も
、
高
橋
は
医

師
と
し
て
出
産
時
に
女
性
が
死
ん
だ
り
子
ど
も
が
死
ぬ
こ
と
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
悲
し

ん

で

い

る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
当
時
の
医
師
が
お
そ
ら
く
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、
人
口
と
し
て
の
生
命
を
守
る
と
い
う
観
点
は
高
橋
に
と
っ
て
も
自
明
の
こ
と
と

し
て
表
明
さ
れ
て
い
る
。

　
今
日
以
降
の
日
本
国
は
、
所
謂
膨
張
的
の
日
本
で
有
る
か
ら
、
人
口
が
彌
々

益
々

増
加
致
し
、
台
湾
北
海
道
は
云
ふ
に
及
ば
ず
、
朝
鮮
に
も
支
那
に
も
続
々

我

日
本
人
を
派
出
し
て
、
東
洋
の
文
明
を
増
進
せ
し
め
ん
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で

有
る
か
ら
、
助
産
婦
の
力
に
よ
り
て
毎
年
数
万
人
の
人
口
の
損
失
を
防
ぐ
の
は

極
め

て

必
要
の
次
第
で
有
る
。

　
高
橋
の
師
で
あ
り
、
関
西
地
域
で
は
当
時
も
っ
と
も
影
響
力
の
あ
っ
た
緒
方
正
清

は
ど
う
だ
っ
た
か
。
次
の
引
用
は
「
婦
人
の
家
庭
衛
生
」
と
題
さ
れ
た
論
説
の
一
部

で
あ
る
。「

婦
人

の
家
庭
衛
生
」
（
明
治
三
九
年
、
一
二
二
号
）

　
御
維
新
の
事
は
格
別
其
後
僅
々
四
十
年
の
間
に
於
き
ま
し
て
、

我

日
本
帝
国
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は

非
常
に
発
達
を
致
し
、
就
中
一
昨
年
来
、
日
露
戦
争
の
結
果
と
致
し
ま
し
て

更

に
著
し
く
各
方
面
に
向
っ
て
大
発
展
を
試
む
べ
き
機
会
に
遭
遇
し
ま
し
た
。

殊

に
陸
海
軍
備
の
拡
張
を
急
務
と
し
ま
す
る
今
日
に
於
き
ま
し
て
は
国
家
の
干

城

と
な
る
べ
き
健
児
の
必
要
は
申
す
迄
も
あ
り
ま
せ
ぬ
。
既
に
健
児
の
必
要
認

め

ま
し
た
以
上
は
之
を
産
む
之
を
育
て
る
は
最
も
緊
要
の
事
と
云
は
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ぬ
。
而
し
て
此
緊
要
の
任
務
に
當
り
ま
す
る
日
本
婦
人
の
体
格
如
何

は
此
間
に
非
常
な
関
係
が
御
座
り
ま
す
。
試
に
之
を
欧
米
婦
人
に
比
較
し
ま
し

た
な
れ
ば
如
何
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
（
日
本
女
性
の
発
育
の
問
題
、
若
い
女
性

の

性
病
感
染
、
女
性
の
未
婚
化
、
牛
乳
に
よ
る
哺
乳
の
問
題
な
ど
）
此
等
の
問

題

は
単
に
婦
人
問
題
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
に
国
家
社
会
に
関
係
し
ま

す
る
重
大
な
問
題
で
あ
り
ま
す
の
み
な
ら
ず
、
彼
の
結
婚
妊
娠
等
の
問
題
で
未

だ

世
人
が
等
閑
に
し
て
居
る
事
が
甚
だ
多
い
で
す
。
…
…
婦
人
衛
生
知
識
の
養

成
は
実
に
今
日
の
急
務
と
申
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
…
…
若
し
丈
夫
で
活

動
の
あ
る
男
子
を
得
よ
う
と
す
る
か
乃
至
無
病
健
全
の
女
子
を
得
よ
う
と
す
る

が
為
に
嬰
児
期
及
び
幼
年
期
に
於
て
体
育
法
を
研
究
す
る
の
は
国
家
に
対
し
ま

す
る
尤
も
必
要
な
問
題
で
あ
り
ま
し
て
、
此
期
間
に
於
て
養
育
し
た
身
体
の
強

弱
は
即
国
民
の
宴
（
ま
こ
と
）
に
国
家
の
盛
衰
を
ト
す
る
上
に
於
て
至
大
の
関

係
を
有
す
る
訳
の
者
（
マ
マ
）
で
す
。

　
『
助
産
之
栞
』
に
登
場
す
る
緒
方
は
産
婦
人
科
医
師
と
し
て
も
学
校
長
と
し
て
も

尊
敬
を
集
め
、
ま
た
人
間
的
な
魅
力
に
あ
ふ
れ
、
医
師
か
ら
も
産
婆
か
ら
も
等
し
く

慕
わ
れ
て
い
た
印
象
を
う
け
る
。
権
威
主
義
的
で
あ
る
よ
り
も
研
究
心
と
好
奇
心
の

旺
盛

な
交
友
関
係
の
広
い
医
師
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
上
記
の
論
説
は
口
述
筆
記
に

よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
緒
方
の
場
合
、
国
民
、
国
家
と
い
う
視
点
と
生
命
と
を
結
び

つ
け
る
議
論
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
「
国
家
の
干
城
と
な
る
べ
き
健
児

の

必
要
」
と
「
婦
人
衛
生
」
を
結
び
つ
け
る
緒
方
の
見
解
は
、
お
そ
ら
く
は
当
時
の

医
師
で
は
、
大
な
り
小
な
り
共
有
さ
れ
て
い
た
程
度
の
国
家
意
識
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。　

こ
こ
で
引
用
し
た
高
橋
や
緒
方
の
見
解
は
先
の
大
隈
の
演
説
時
期
と
重
な
っ
て
お

り
、
日
露
戦
争
の
影
響
を
直
接
に
受
け
た
言
動
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

次

に
み
る
の
は
本
論
の
第
－
期
と
第
H
期
の
間
に
あ
た
る
、
医
師
竹
森
啓
祐
が
行
っ

て

い

る
呼
び
か
け
で
あ
る
。

「夫
婦
の
年
齢
と
産
児
の
数
」
（
大
正
六
年
　
二
四
八
号
）

　
諸

君
1
欧
州
戦
乱
以
来
、
戦
後
の
人
口
問
題
は
交
戦
諸
国
の
最
も
注
意
を
払

い

つ

つ
あ
る
緊
要
の
問
題
で
あ
る
。
慈
に
於
て
か
将
来
の
出
産
数
は
机
上
の
論

や

区
々
た
る
法
律
上
に
於
て
定
め
ら
る
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
、
実
に
戦
後

の

経
済
的
、
社
会
的
経
営
発
展
に
侯
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
（
夫
婦
の
年
齢
と

産
児
の
数
の
相
関
性
に
つ
い
て
海
外
の
学
者
の
調
査
を
参
考
に
検
討
す
る
と
）

夫
の
年
齢
が
妻
の
年
齢
よ
り
も
多
き
こ
と
○
～
五
歳
の
場
合
に
於
て
産
児
の

数
、
最
も
多
し
。
是
れ
妻
が
夫
よ
り
も
若
き
時
は
然
ら
ざ
る
場
合
に
比
し
て
生

産
期
間
長
き
為
め
に
し
て
、
女
の
生
殖
力
の
三
十
五
歳
頃
に
至
れ
ば
頓
に
衰
退

す
る
所
以
な
り
。
…
…
さ
れ
ば
年
少
女
子
の
結
婚
は
分
娩
の
減
少
を
促
進
す
る

も
の
に
あ
ら
ず
。

　
竹
森
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
妻
が
夫
よ
り
若
い
と
「
生
産
期
間
」
が
長
く
な
り
、
し

か

も
三
十
五
歳
を
超
え
る
と
「
生
殖
力
」
が
衰
退
す
る
こ
と
か
ら
、
竹
森
は
女
性
の

年
少
結
婚
（
一
四
～
一
六
歳
）
を
間
接
的
に
推
奨
す
る
。
戦
争
を
前
提
と
し
た
人
口

増
産
と
い
う
視
点
は
、
日
露
戦
争
以
降
、
高
橋
辰
五
郎
に
お
い
て
も
明
ら
か
で
あ
っ

た
が
、
竹
森
啓
祐
に
お
い
て
は
結
婚
年
齢
と
生
産
（
出
産
）
に
お
け
る
最
大
効
率
を

求
め
る
視
点
が
さ
ら
に
明
確
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
説
が
講
錘
を
通
し
て
、
ま
た

雑
誌
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
産
婆
に
伝
達
さ
れ
て
い
く
。

　
医
師
は
妊
娠
・
出
産
・
育
児
の
専
門
家
と
し
て
婦
人
雑
誌
や
新
聞
に
登
場
す
る
。

第
H
期
で
は
多
子
、
多
産
が
礼
賛
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
三
節
で
み
て
き
た
が
、
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す
で
に

い
る
。

「
産
児
制
限
」
に
言
及
し
て
医
師
杉
田
直
樹
が
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て

「産
児
制
限
の
問
題
」
（
『
婦
人
画
報
』
大
正
十
一
年
、
一
九
五
号
）

　
日
本
の
今
此
の
隆
々
た
る
国
運
に
際
し
て
単
に
一
部
の
生
活
難
や
一
部
の
婦

人

の
愉
安
の

た
め
に
産
児
制
限
を
唱
へ
る
な
ど
と
い
ふ
こ
と
は
誠
に
出
過
ぎ
た

向
ふ
見
ず
の
論
議
と
評
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
…
…
こ
れ
か
ら
世
界
の
中
で
一

番
偉
い
強
い
国
に
な
ら
う
と
い
ふ
国
で
は
、
自
然
他
国
の
侵
害
や
圧
迫
を
受
け

る
機
会
が
多
か
ら
う
と
思
は
る
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
国
家
と
し
て
は
強
健

な
国
民
を
多
数
に
有
し
て
居
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
の
で
、
今
で
も
世
界
各
国
各

民
族
は

皆

そ
の
人
口
の
多
き
を
勢
力
の
大
な
る
原
因
と
し
て
数
へ
て
居
る
の
で

あ
り
ま
す
。

　
杉

田
は
「
享
楽
本
位
の
た
め
産
児
制
限
を
叫
ぶ
の
は
恐
る
べ
き
退
廃
的
の
傾
向
」

で

あ
る
と
し
、
た
だ
し
経
済
的
な
理
由
、
ま
た
は
「
精
神
病
、
神
経
病
其
の
他
病
的

傾
向
を
遺
伝
す
る
恐
れ
」
の
あ
る
場
合
は
「
力
強
い
積
極
的
の
対
策
」
と
し
て
の
避

妊

を
奨
励
す
る
。
「
避
妊
や
堕
胎
の
方
法
は
思
慮
あ
る
医
師
な
ど
が
、
必
要
を
認
め

た
場
合
」
で
あ
る
。
避
妊
や
堕
胎
は
や
む
を
得
な
い
場
合
、
医
師
が
認
め
て
施
療
す

る
こ
と
、
優
生
学
的
見
地
か
ら
の
堕
胎
や
避
妊
手
術
に
つ
い
て
は
す
で
に
積
極
的
姿

勢
が
認
め

ら
れ
る
。
こ
う
し
た
流
れ
は
職
能
団
体
と
し
て
の
日
本
医
師
会
の
総
意
と

し
て
引
き
継
が
れ
る
。

　
一
九
二
九
年
（
昭
和
4
）
に
は
「
産
児
制
限
に
関
す
る
日
本
医
師
会
の
答
申
案
」

（三

九
五
号
）
と
い
う
記
事
が
登
場
す
る
。
そ
こ
に
は
日
本
医
師
会
が
＝
昨
秋
の

総
会
に
対
す
る
内
務
大
臣
の
諮
問
案
『
民
族
衛
生
に
関
す
る
意
見
如
何
』
に
対
し
、

一

ヶ
年
間
審
議
研
究
の
結
果
…
…
優
性
的
方
策
を
確
立
し
民
族
衛
生
的
調
査
機
関
を

設
立

し
て
是
を
活
用
せ
し
め
る
こ
と
」
と
い
う
答
申
案
を
提
示
し
た
と
記
さ
れ
て
い

る
。
日
本
民
族
衛
生
学
会
は
こ
れ
を
受
け
て
翌
一
九
三
〇
年
（
昭
和
5
）
に
設
立
さ

れ
た
。

　
先
述
し
た
よ
う
に
医
師
は
医
療
、
衛
生
に
関
す
る
専
門
家
と
し
て
、
政
府
の
諮
問

委
員
会
等
に
お
い
て
も
独
自
の
見
解
を
提
示
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
立
場
に
あ
っ

た
。
産
婆
が
会
員
の
産
婆
会
で
あ
り
な
が
ら
、
府
県
レ
ベ
ル
の
産
婆
会
の
会
長
が
医

師
で
あ
る
こ
と
も
医
師
と
産
婆
の
関
係
を
象
徴
し
て
い
る
。
次
に
み
る
「
お
産
の
展

覧
会
」
や
「
赤
ち
ゃ
ん
審
査
会
」
で
は
会
場
運
営
の
手
と
な
り
足
と
な
る
の
は
産
婆

で

あ
っ
た
が
、
同
じ
会
場
で
医
師
は
優
良
児
の
生
育
歴
や
家
族
歴
に
関
す
る
詳
細
な

情
報
を
聞
き
取
り
、
デ
ー
タ
化
を
進
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
3
）
衛
生
教
育
回
路
と
し
て
の
博
覧
会

　
雑
誌
や
新
聞
な
ど
文
字
メ
デ
ィ
ア
は
、
性
道
徳
や
結
婚
の
神
聖
視
と
い
う
点
で
当

時
の
大
衆
的
広
が
り
に
と
っ
て
ど
れ
だ
け
有
効
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
一
般
の
婦
人

雑
誌
の
読
者
は
都
市
の
新
中
間
層
に
限
ら
れ
、
そ
の
割
合
は
人
口
の
一
割
ほ
ど
だ
つ

た
と
い
う
〔
宮
坂
一
九
九
五
、
一
二
一
頁
〕
。
こ
の
点
で
、
衛
生
観
念
そ
し
て
児
童
保

護
や
性
道
徳
な
ど
国
民
道
徳
と
し
て
の
家
族
観
念
を
ど
の
よ
う
に
し
て
普
及
し
て

い

っ

た
の
か
を
考
え
る
上
で
、
展
覧
会
や
博
覧
会
の
開
催
は
文
字
に
頼
ら
ず
、
直
接

に
視
覚
と
言
葉
を
使
っ
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
以
前
に
は
こ
れ
ら
の
展
覧
会
や
博
覧
会
が
特
に
重
要
な
メ
デ
ィ
ア

だ

っ

た
と
い
え
る
〔
吉
見
一
九
九
七
、
荒
俣
一
九
九
七
、
駒
松
二
〇
〇
三
〕
。

　
衛
生
展
覧
会
で
は
清
潔
、
感
染
防
止
、
病
気
予
防
、
出
産
に
関
す
る
知
識
の
普
及

を
目
的
に
、
実
物
や
模
型
を
見
せ
る
こ
と
で
人
々
を
啓
蒙
し
よ
う
と
し
た
。
会
場
の

様
子
を
記
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
は
観
覧
者
で
あ
る
当
時
の
人
々
が
も
っ
て
い
た
日

常
の
習
慣
や
衛
生
観
念
と
、
啓
蒙
す
る
医
師
と
の
間
に
大
き
な
落
差
が
あ
っ
た
こ
と

　
　
　
（
1
1
）

も
わ
か
る
。

　
『
助
産
之
栞
』
を
見
る
限
り
、
衛
生
観
念
や
健
康
概
念
を
普
及
し
て
い
く
た
め
の

メ
デ
ィ
ア
と
し
て
、
博
覧
会
や
展
覧
会
は
、
大
規
模
な
帝
国
博
覧
会
な
ど
を
別
に
す

る
と
、
大
正
末
期
あ
た
り
か
ら
登
場
し
、
昭
和
戦
前
期
に
は
都
市
で
は
か
な
り
定
着
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し
て
い
く
。
後
出
の
衛
生
的
な
出
産
に
向
け
た
教
化
活
動
の
た
め
に
展
覧
会
を
使
う

と
い
う
発
想
も
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
後
に
ア
メ
リ
カ
に
そ
の
モ
デ
ル
を
見
い
出

し
て
い
た
様
子
が
わ
か
る
。
『
助
産
之
栞
』
一
二
〇
号
（
明
治
三
九
年
）
に
は
次
の

よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

「
乳
児
保
育
博
覧
会
」

　
独
逸
国
に
於
て
は
今
年
同
國
皇
帝
の
銀
婚
式
に
際
し
、
首
都
伯
林
に
題
號
の

如
き
博
覧
会
を
開
設
せ
り
。
是
れ
乳
児
の
死
亡
を
防
遇
す
べ
き
衛
生
的
手
段
を

講
習
の
目
前
に
展
列
し
以
て
益
々
皇
帝
陛
下
の
臣
民
を
増
殖
し
、
国
家
の
繁
栄

を
圓
る
は
如
何
な
る
祝
賀
の
献
品
に
も
優
れ
る
も
の
な
り
と
の
意
に
出
つ
る
計

書

に
し
て
社
會
の
諸
大
家
官
聴
公
局
の
諸
員
多
数
の
實
業
家
、
之
が
登
起
者
と

な
り
、
邦
立
博
覧
會
公
園
内
の
集
會
所
を
以
て
展
覧
場
に
充
て
左
の
六
項
に
分

ち
て
開
會
せ
り
と
。

（
一
）
乳
児
死
亡
の
統
計
　
（
二
）
乳
児
の
登
育
、
登
育
障
害
及
病
因
　
（
三
）

乳
児
螢
養
の
學
術
的
根
糠
　
（
四
）
乳
児
の
死
亡
を
防
遇
す
る
實
際
上
の
手
段

（
五
）
乳
児
の
衛
生
及
保
護
　
（
六
）
乳
児
の
保
托
法

　
ド
イ
ツ
で
開
催
さ
れ
た
博
覧
会
の
ニ
ュ
ー
ス
で
あ
る
。

号
（
大
正
二
年
）
に
も
関
連
記
事
が
見
ら
れ
る
。

さ
ら
に
七
年
後
の
二
〇
六

　
欧
米
に
は
乳
児
展
覧
会
が
折
々
開
か
れ
る
。
人
種
改
良
と
い
う
点
か
ら
人
間

を
牛
馬
猫
犬
と
同
じ
く
陳
列
し
て
等
級
を
極
め
る
の
だ
が
、
今
ま
で
は
容
貌
姿

の

好
い
赤
子
を
同
じ
く
出
品
し
て
理
想
の
キ
ュ
ピ
ツ
ド
の
や
う
な
の
を
優
等
と

し
た
。
虚
が
、
此
の
頃
は
容
貌
姿
ば
か
り
で
な
く
、
身
長
、
体
重
、
筋
肉
、
骨

格
、
活
動
知
恵
其
の
他
、
生
理
上
最
も
完
全
（
マ
マ
）
し
た
も
の
を
一
等
と
す

る
と
い
ふ
事
に
な
り
、
最
近
に
紐
育
に
開
か
れ
た
乳
児
展
覧
会
も
此
の
方
針
で

赤
子
を
選
ん
だ
が
、
其
の
結
果
ジ
ョ
セ
ブ
、
ケ
ラ
ー
と
い
ふ
九
箇
月
の
乳
児
が

］
等
賞
を
得
た
。

　

明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
で
は
「
乳
児
保
育
博
覧
会
」
あ
る
い
は
「
乳
児
展
覧
会
」

報
道
は
海
外
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
だ
け
登
場
す
る
。
前
者
は
乳
児
死
亡
率
の
低
下
と
健

康
な
発
育
と
い
う
衛
生
を
目
標
と
し
た
博
覧
会
で
あ
る
。
後
者
は
「
優
良
児
」
と
い

う
目
標
を
設
定
し
子
ど
も
の
優
劣
を
競
う
形
に
な
る
。
こ
れ
ら
を
モ
デ
ル
と
し
て
、

日
本
国
内
で
衛
生
展
覧
会
や
児
童
衛
生
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
当
時
の
一
般
新
聞
に
よ
る
と
大
規
模
な
博
覧
会
が
大
正
期
に
開
催
さ
れ
〔
大
正

ニ

ュ

ー
ス
事
典
編
纂
委
員
会
、
一
九
八
六
ー
一
九
八
九
〕
、
大
正
後
期
に
な
る
と
、
出

産
と
育
児
に
関
す
る
啓
発
の
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
も
活
用
さ
れ
て
い
く
。
さ

ら
に
、
そ
の
目
的
が
よ
り
特
化
さ
れ
る
形
で
、
健
康
な
子
ど
も
を
「
優
良
児
」
と

し
て
顕
彰
す
る
場
に
な
っ
て
い
く
。
具
体
的
に
は
児
童
衛
生
博
覧
会
が
大
正
九
年

（二
九
〇

号
）
、
大
正
一
〇
年
（
二
九
六
号
）
に
大
阪
な
ど
で
開
催
さ
れ
、
ま
た
昭
和

二
年
（
三
七
八
号
）
、
昭
和
四
年
（
三
九
五
号
）
に
は
「
お
産
の
展
覧
会
」
が
開
催

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

さ
れ
、
来
場
者
に
向
け
た
啓
蒙
活
動
が
産
婆
に
よ
っ
て
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
昭

和
四

年
（
四
一
六
号
）
に
は
「
赤
ち
ゃ
ん
審
査
会
」
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
昭

和
七
年
（
四
四
一
号
）
に
は
堺
市
で
第
五
回
目
、
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
に
は

第
八
回
目
の
赤
ち
ゃ
ん
審
査
会
が
同
市
で
開
催
さ
れ
た
。

　
「
赤
ち
ゃ
ん
審
査
会
」
で
は
そ
の
表
彰
式
の
他
に
、
「
健
康
オ
モ
チ
ャ
」
の
販
売
、

「
お

産
と
育
児
の
標
語
懸
賞
募
集
」
も
行
わ
れ
、
妊
産
婦
の
無
料
相
談
所
も
開
設
さ

れ
て

い

る
（
四
四
一
号
）
。
こ
う
し
た
不
特
定
多
数
の
人
々
を
対
象
と
し
た
展
覧
会

や

博
覧
会
（
後
に
は
審
査
会
）
の
場
で
、
啓
蒙
活
動
の
担
い
手
と
し
て
産
婆
は
積
極

的
に
人
々
に
働
き
か
け
て
い
く
。

　
一
九
二
七
年
（
昭
和
二
年
）
に
は
「
お
産
の
展
覧
会
」
が
「
皇
室
の
御
慶
事
を
機

と
し
大
阪
府
産
婆
会
主
催
と
し
て
市
内
高
島
屋
」
で
一
〇
日
間
、
開
催
さ
れ
て
い
る
。

来
場
者
は
多
数
で
あ
り
、
同
会
役
員
が
（
以
前
は
し
て
い
な
か
っ
た
）
会
場
へ
の
出
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張
と
丁
寧
な
解
説
を
「
娩
産
育
児
」
に
関
し
て
お
こ
な
っ
た
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　
同
年
三
八
一
号
に
は
堺
市
産
婆
会
主
催
「
お
産
と
育
児
展
覧
会
」
が
堺
市
殿
馬
場

高
等
女
学
校
旧
校
舎
で
開
催
さ
れ
た
、
そ
の
開
催
場
で
市
役
所
主
催
の
乳
幼
児
審
査

が
行

わ
れ
た
と
あ
る
。
審
査
に
は
「
約
六
百
名
優
良
児
に
褒
状
を
授
与
」
し
「
来
観

者
頗

る
多
数
に
て
押
す
な
押
す
な
の
盛
況
を
呈
し
市
産
婆
会
は
殆
ど
総
動
員
」
の
状

態
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
展
覧
会
は
市
役
所
、
堺
市
医
師
会
、
大
阪
府
産
婆
会
、
大

阪
乳
幼
児
保
護
協
会
、
大
阪
児
童
愛
護
連
盟
等
が
後
援
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
で
行

わ
れ
た
乳
児
展
覧
会
の
紹
介
記
事
か
ら
十
年
余
り
経
過
し
、
日
本
に
お
け
る
展
覧
会

が
定
着
し
て
い
く
。
博
覧
会
は
見
せ
る
こ
と
で
は
じ
め
は
啓
蒙
を
意
図
し
た
が
、
次

第
に
目
的
と
対
象
を
し
ぼ
っ
た
展
覧
会
へ
と
形
を
変
え
、
性
や
出
産
そ
し
て
生
命
の

質
の
統
制
に
向
け
た
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
機
能
し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
健
康
な
子
ど

も
の
中
か
ら
、
さ
ら
に
優
良
な
る
子
ど
も
を
選
ぶ
「
赤
ち
ゃ
ん
審
査
会
」
へ
の
変
化

で

あ
り
、
展
覧
会
は
「
健
康
」
な
子
ど
も
の
選
別
か
ら
、
さ
ら
に
「
優
良
」
と
い
う

尺
度
に
よ
る
格
付
け
の
場
へ
と
変
容
す
る
。

⑤
産
婆
と
性
と
出
産
の
統
制

　
産
婆
は
常
に
、
そ
し
て
も
っ
と
も
女
性
と
の
か
か
わ
り
が
深
く
、
出
産
を
契
機
に

産
家
や
地
域
に
関
与
し
て
き
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
産
婆
に
対
し
て
も
警
察
は
絶
え
ず

監
視
を
し
て
き
た
。

　
一
九
一
二
年
（
明
治
4
5
）
一
九
四
号
に
は
兵
庫
県
に
住
む
産
婆
で
あ
り
住
職
の
妻

が

「
お

寺
で
堕
胎
」
を
し
た
と
い
う
嫌
疑
で
取
調
を
受
け
「
堕
胎
罪
」
と
し
て
護
送

さ
れ
て
い
る
。
望
ま
な
い
妊
娠
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
生
命
を
勝
手
に
処
理
す
る
こ
と

は

犯
罪
と
な
る
。
刑
法
の
規
定
は
そ
れ
を
明
文
化
し
た
。
一
九
〇
七
年
（
明
治
4
0
）

改
正

刑
法
以
降
、
群
助
し
た
者
が
よ
り
厳
罰
の
対
象
と
な
っ
た
。
産
婆
は
犯
罪
で
あ

る
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
相
談
を
受
け
依
頼
さ
れ
る
と
見
か
ね
て
協
力
を
し

て

い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
本
論
で
第
－
期
と
呼
ん
だ
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
は
、
民
間
で
行
わ
れ
て
い
た

堕
胎
や

間
引
き
の
監
視
、
統
制
を
強
化
し
て
い
く
時
期
に
あ
た
っ
て
い
た
。
そ
れ
は

国
家
が
帝
国
領
土
拡
大
と
そ
の
た
め
の
「
入
口
増
産
」
を
め
ざ
す
時
期
と
一
致
し
て

　
（
1
3
）

い
る
。

　
第
H
期
後
半
に
な
っ
て
登
場
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
審
査
会
や
展
覧
会
は
、
衛
生
思
想

と
子
ど
も
を
通
し
て
家
族
道
徳
を
普
及
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
活
用
さ
れ
た
が
、
そ

こ
で
活
動
す
る
産
婆
の
背
後
に
「
健
民
健
兵
」
の
育
成
を
め
ざ
し
た
政
治
家
、
官

吏
、
教
育
者
、
そ
し
て
医
師
と
い
う
、
国
家
の
意
志
を
内
面
化
し
た
人
々
の
存
在
が

　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
た
文
脈
の
中
で
、
産
婆
が
は
た
し
た
役
割
を
「
生
命
の
監
視
装
置
」
と
と

ら
え
る
の
は
明
ら
か
に
単
純
に
す
ぎ
る
こ
と
は
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
。
性
と
出
産

の

統
制
は
重
層
的
な
監
視
と
統
制
が
国
家
の
意
志
と
し
て
進
め
ら
れ
る
過
程
で
進
行

し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
出
産
の
近
代
化
が
進
め
ら
れ
た
と
み
る
こ
と
が
現
実
に
即
し

て

い
る
と
い
え
る
。

　
産
婆
は
業
務
範
囲
に
つ
い
て
は
構
造
的
に
医
師
か
ら
統
制
さ
れ
、
行
為
の
合
法
性

に
お
い
て
警
察
に
よ
る
監
視
と
統
制
を
受
け
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
常
の
出

産
の
場
で
は
生
活
や
人
生
の
諸
事
情
を
配
慮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
産
む
当
事
者

と
悩
み
を
共
有
し
行
為
の
判
断
を
要
求
さ
れ
る
場
面
に
出
く
わ
す
こ
と
が
た
び
た
び

あ
っ
た
。
悩
み
を
相
談
さ
れ
、
善
後
策
を
共
に
考
え
、
そ
う
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ

る
ほ
ど
信
頼
を
得
て
は
じ
め
て
地
域
の
開
業
産
婆
と
し
て
地
盤
を
維
持
し
得
た
と
い

う
方
が
正
し
い
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
時
に
は
共
に
逸
脱
の
協
力
を
要
請
さ
れ
て
も

い
た
の
で
あ
る
。

　
笹
川
ミ
ス
が
著
し
た
『
産
婆
十
三
戒
』
の
八
番
目
に
は
「
沈
黙
」
と
い
う
項
が
あ
る
。

　
己
に
益
あ
り
人
に
益
あ
る
に
非
ざ
れ
ば
狼
り
に
語
る
可
か
ら
ず
。
若
し
産
婦

の

密
事
を
他
言
す
る
に
於
て
は
人
の
栄
誉
を
損
せ
し
む
る
が
故
に
産
婆
た
る
者

は
沈
黙
し
て
専
ら
業
務
に
従
事
す
べ
し
。
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笹
川
が
産
婦
の
密
事
を
他
言
す
べ
き
で
は
な
い
と
記
す
と
き
、
非
合
法
の
領
域
に

踏
み
込
む
こ
と
ま
で
も
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
さ
え
あ
り
得
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

註（
1
）
　
衛
生
学
を
日
本
に
創
設
し
た
と
い
わ
れ
る
長
与
専
斎
は
欧
米
の
医
学
教
育
と
衛
生
行
政
の
視

　
　
察
か
ら
戻
っ
て
す
ぐ
に
文
部
省
医
務
局
長
に
就
任
し
医
制
取
調
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
一
八
七
三
年

　
　
（
明
治
6
）
の
こ
と
で
あ
る
。
衛
生
行
政
を
医
学
教
育
か
ら
切
り
離
し
内
務
省
下
に
置
き
、
医

　
　
務
局
を
改
め
衛
生
局
と
改
名
し
初
代
衛
生
局
長
と
な
っ
た
。
そ
し
て
医
制
七
六
箇
条
を
作
っ
た
。

　
　

こ
れ
は
ま
ず
は
じ
め
に
東
京
府
、
同
年
翌
月
に
大
阪
府
と
京
都
府
に
布
達
さ
れ
た
。
医
師
の
資

　
　
格
も
産
婆
の
資
格
も
こ
の
医
制
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
明
文
化
さ
れ
た
［
伴
一
九
八
七
］
。

（
2
）
　
笹
川
美
寿
と
い
う
表
記
も
あ
る
［
大
出
二
〇
〇
〇
］
。

（
3
）
　
産
婆
に
対
す
る
医
師
の
評
価
は
複
雑
で
あ
る
。
極
論
す
れ
ば
医
師
の
産
婆
に
対
す
る
評
価
は

　
　
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
産
婆
を
教
育
し
正
常
産
の
専
門
家
と
し
て
の
能
力

　
　
を
認
め
る
立
場
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
産
婆
は
医
師
が
本
来
す
る
べ
き
こ
と
の
補
助
を
す
る

　
　

に
す
ぎ
ず
、
医
師
が
増
え
れ
ば
産
婆
は
消
滅
す
る
業
務
と
み
る
立
場
で
あ
る
。
緒
方
正
清
は
積

　
　
極
的
に
助
産
婦
教
育
を
お
こ
な
っ
た
前
者
に
該
当
す
る
。
後
者
の
例
と
し
て
は
、
東
京
大
学
産

　
　
婦
人
科
教
室
教
授
の
談
話
が
あ
る
。
［
榊
順
次
郎
「
信
用
の
出
来
ぬ
産
婆
」
『
婦
人
画
報
』
明
治

　
　
四
一
年
＝
月
一
日
号
、
『
助
産
之
栞
』
一
四
八
号
　
明
治
四
年
、
九
月
］
。
榊
は
佐
伯
理
一
郎
、

　
　
木
下
正
中
、
浜
田
玄
達
ら
と
共
に
緒
方
助
産
婦
学
会
の
名
誉
会
員
と
し
て
名
前
を
連
ね
て
い
る

　
　
著
名
な
産
婦
人
科
医
師
で
あ
る
。
都
市
を
中
心
と
し
た
医
師
に
よ
る
正
常
産
へ
の
越
境
に
つ
い

　
　
て
は
大
出
二
〇
〇
四
を
参
照
。

（
4
）
　
「
雑
報
」
に
は
緒
方
婦
人
科
病
院
と
助
産
婦
学
校
に
関
係
す
る
ニ
ュ
ー
ス
と
国
内
外
の

　
　
ニ
ュ
ー
ス
と
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
点
で
『
助
産
之
栞
』
に
は
緒
方
婦
人
科
病
院
関
係
者
と
付
属

　
　
の
学
校
関
係
者
限
定
の
通
信
と
し
て
の
私
的
性
格
と
関
西
以
西
に
集
中
す
る
と
は
い
え
国
内

　
　
ニ
ュ
ー
ス
と
海
外
ニ
ュ
ー
ス
の
報
道
と
い
う
公
的
性
格
の
二
つ
が
あ
る
。
公
的
性
格
を
も
つ

　
　
ニ
ュ
ー
ス
の
ほ
と
ん
ど
は
大
阪
朝
日
新
聞
そ
の
他
地
方
新
聞
か
ら
の
採
録
や
他
雑
誌
か
ら
の

　
　
転
載
に
よ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
採
録
や
転
載
に
つ
い
て
、
編
集
に
携
わ
る
学
会
担
当
者

　
　
（
医
師
が
中
心
）
に
よ
っ
て
掲
載
内
容
も
傾
向
も
変
わ
っ
て
い
く
。
出
産
関
連
領
域
に
関
わ
る

　
　
ニ
ュ
ー
ス
が
ど
の
よ
う
に
掲
載
さ
れ
、
そ
の
掲
載
や
報
道
の
仕
方
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の

　
　
か
を
時
期
を
区
分
し
て
比
較
す
る
こ
と
で
近
代
の
具
体
的
様
相
と
そ
れ
ぞ
れ
の
局
面
を
明
ら

　
　
か
に
す
る
と
い
う
の
が
本
論
の
方
法
で
あ
る
。

（
5
）
　
本
論
が
対
象
と
す
る
明
治
末
期
か
ら
大
正
期
は
出
産
の
医
療
化
論
に
関
す
る
研
究
上
の
空
白

　
　
を
埋
め
る
こ
と
に
な
る
。
明
治
期
に
つ
い
て
は
大
出
二
〇
〇
三
を
参
照
。
昭
和
期
に
つ
い
て
大

　

出
二
〇
〇
五
お
よ
び
二
〇
〇
六
を
参
照
。

（
6
）
　
一
九
一
四
年
（
大
正
三
）
五
月
に
は
囲
み
記
事
と
し
て
「
会
告
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
「
本

　
　

誌
今
回
一
大
改
良
を
施
し
紙
数
を
増
加
し
記
事
を
精
選
し
努
め
て
有
益
の
も
の
た
ら
ん
こ
と

　
　

を
期
し
候
に
付
、
此
の
際
御
退
会
御
申
出
の
諸
氏
も
御
一
考
の
上
、
可
成
御
留
会
被
成
下
度

　
　
懇
望
仕
候
也
　
緒
方
助
産
婦
学
会
」
と
あ
る
。
こ
の
囲
み
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
二
＝
二
号
に
は

　
　

「
本
誌
の
改
良
に
つ
い
て
」
（
小
野
利
教
）
と
す
る
編
集
方
針
が
五
項
目
に
わ
た
っ
て
述
べ
ら

　
　
れ
て

い

る
。
従
来
の
論
説
、
実
験
等
に
加
え
「
頗
る
閑
文
事
」
だ
が
「
文
芸
の
趣
味
」
の
欄
を

　
　
も
う
け
て
会
員
諸
氏
の
作
品
を
掲
載
し
て
い
く
こ
と
、
同
時
に
雑
報
欄
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

　
　

に
述
べ
る
。
「
市
井
の
墳
事
（
勿
論
生
産
に
関
せ
ぬ
も
の
）
は
可
成
之
を
避
け
て
、
助
産
婦
諸

　
　
氏
の
参
考
と
な
り
、
尚
且
つ
ご
承
知
に
な
る
べ
き
事
や
、
必
読
を
認
め
る
記
事
を
掲
げ
た
い
」
。

　
　
小
野
利
教
は
緒
方
文
庫
文
書
主
任
兼
病
院
庶
務
係
に
就
任
し
た
こ
と
を
契
機
に
、
『
助
産
之
栞
』

　
　
編
集
主
幹
と
な
る
。
小
野
は
医
師
で
は
な
く
歴
史
民
俗
、
文
学
に
造
詣
が
深
く
講
莚
も
頻
繁
に

　
　
行
っ
て
い
る
が
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

（
7
）
次
の
記
事
は
、
家
族
が
望
ま
な
い
妊
娠
の
結
果
へ
の
対
処
を
共
同
し
て
行
っ
た
例
で
あ
る
。

　
　
　
　
「
淫
奔
娘
の
子
殺
し
」
（
大
正
元
年
一
一
九
八
号
）

　
　
　
　
　
神
戸
市
○
通
三
丁
目
酒
醤
油
薪
炭
商
△
原
◇
助
三
女
○
ゑ
（
十
九
年
）
は
、
須
磨
の
某

　
　
　
　
家
に

上
女

中
と
し
て
奉
公
中
、
何
者
と
通
じ
け
ん
。
妊
娠
の
身
と
な
り
て
去
る
八
月
頃
、

　
　
　
　
親
許
に
立
帰
り
し
も
世
間
体
を
恥
ぢ
窺
に
（
ひ
そ
か
に
）
▽
村
に
二
戸
を
借
受
け
て
其
の

　
　
　
　
家
に
唯
一
人
起
臥
し
居
り
し
が
、
去
月
九
日
朝
産
気
付
き
て
安
々
と
男
の
子
を
分
娩
せ
る

　
　
　
　
も
、
其
の
場
に
て
絞
殺
し
、
何
喰
ぬ
顔
し
て
医
師
の
死
亡
讃
を
受
け
ん
と
し
た
る
に
、
立

　
　
　
　
ち
ど
こ
ろ
に
看
破
さ
れ
県
立
病
院
に
て
嬰
児
の
死
髄
を
解
剖
に
付
し
た
る
結
果
、
愈
々
讃

　
　
　
　
操
確
然
と
な
り
兄
の
◇
吉
も
手
傳
ひ
た
る
や
の
嫌
疑
あ
り
て
、
同
夜
其
の
筋
に
召
還
取
調

　
　
　
　
中
な
り
。

　
　
　
こ
の
当
時
の
女
性
に
と
っ
て
結
婚
前
に
生
家
よ
り
階
層
の
上
の
家
に
奉
公
す
る
こ
と
は
行

　
　
儀
見
習
い
を
覚
え
社
会
人
と
し
て
の
生
活
常
識
を
身
に
つ
け
る
重
要
な
契
機
で
あ
っ
た
。
経
緯

　
　
は
不
明
だ
が
、
望
ま
な
い
妊
娠
を
し
、
ゆ
き
く
れ
て
子
ど
も
を
殺
し
、
結
果
と
し
て
「
淫
奔
娘
」

　
　
と
な
る
。
お
そ
ら
く
燃
料
商
を
営
む
家
の
娘
と
し
て
経
済
的
に
も
恵
ま
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、

　
　
ほ
と
ぼ
り
が
さ
め
る
ま
で
親
・
き
ょ
う
だ
い
の
支
え
で
ひ
っ
そ
り
仮
住
ま
い
を
し
子
ど
も
を
産

　
　
ん
だ
の
だ
ろ
う
（
出
産
を
援
助
し
た
人
が
い
た
か
も
し
れ
な
い
）
。
子
ど
も
の
命
は
す
ぐ
に
絶

　
　
た
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
娘
の
こ
の
↓
大
事
は
家
族
の
一
大
事
で
あ
り
、
娘
は
ひ
と

　
　
り
ぼ
っ
ち
で
は
な
い
。

（
8
）
　
三
四
五
号
（
大
正
十
三
年
）
に
は
「
全
村
を
挙
げ
て
堕
胎
村
」
と
し
て
京
都
府
の
あ
る
村
に

　
　
関
し
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
「
村
落
約
六
十
戸
は
相
当
裕
福
な
生
活
を
営
む
で
ゐ
る
に
拘

　
　
ら
ず
久
し
き
に
亘
っ
て
堕
胎
の
風
習
、
盛
に
行
は
れ
、
全
く
公
然
の
秘
密
と
な
っ
て
ゐ
た
が
、

　

今

回
口
山
署
で
は
厳
に
是
等
を
警
戒
す
る
こ
と
と
し
、
最
近
の
同
事
件
五
件
を
検
挙
し
た
。
同

　

村
は

昔
か
ら
子
供
の
多
い
を
恥
つ
る
奮
慣
あ
り
。
母
髄
に
宿
る
胎
児
は
片
端
か
ら
闇
よ
り
闇
へ

　

葬
り
去
っ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
。
」
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ま
た
「
全
村
堕
胎
犯
」
と
い
う
見
出
し
で
二
〇
四
号
（
大
正
二
年
）
に
も
類
似
す
る
記
事
が

　
　
あ
る
。
「
岐
阜
県
○
國
△
郡
口
村
※
井
て
つ
（
六
十
年
）
は
今
回
堕
胎
施
術
者
と
し
て
所
轄
口

　
　
警
察
署
に
検
挙
せ
ら
れ
、
一
先
づ
岐
阜
地
方
裁
判
所
△
支
部
へ
送
ら
れ
た
る
が
、
目
下
判
明
せ

　
　
し
被
術
者
は
十
三
名
な
る
も
之
は
僅
に
其
の
一
部
分
に
過
ぎ
ず
し
て
、
村
内
有
力
者
の
娘
、
後

　
　
家
等
不
義
の
懐
胎
を
無
道
の
手
術
に
操
り
て
堕
胎
せ
し
も
の
数
知
れ
ず
。
其
の
氏
名
は
其
の
筋

　
　
の
注
意
に
依
り
報
導
（
マ
マ
）
す
る
を
得
ざ
る
も
、
村
内
有
力
者
の
家
庭
に
関
係
頗
る
多
く
し
て
、

　
　
（
以
下
、
略
）
」
。

（
9
）
　
貰
い
子
殺
し
の
ニ
ュ
ー
ス
は
『
大
正
ニ
ュ
ー
ス
事
典
』
参
照
。

（
1
0
）
同
仁
会
と
は
＝
九
〇
二
年
（
明
治
3
5
）
六
月
に
結
成
さ
れ
、
一
九
四
五
年
（
昭
和
2
0
）
ま

　
　
で
続
い
た
医
学
界
に
お
け
る
一
団
体
」
で
あ
る
［
大
里
二
〇
〇
六
、
四
七
頁
］
。
日
清
戦
争
後

　

　
の
清
韓
両
国
と
の
関
係
を
医
学
交
流
を
通
じ
て
緊
密
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
東
京
帝
国

　
　
大
学
教
授
片
山
国
嘉
や
北
里
柴
三
郎
と
い
っ
た
医
師
が
中
心
と
な
り
誕
生
し
た
。
結
成
時
か
ら

　
　
精
力
的
に
全
国
各
地
に
支
部
を
作
り
寄
付
も
募
っ
た
。
大
正
七
年
か
ら
国
庫
補
助
も
受
け
大
正

　
　
十
二
年
に
は
外
務
省
対
支
文
化
事
業
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
帝
国
の
拡
大
を
医
療
衛
生
の
面

　
　
か

ら
担
っ
た
と
理
解
で
き
る
。
同
仁
会
は
民
間
外
交
と
し
て
の
形
を
と
る
が
明
ら
か
に
国
策
の

　
　
一
環
で
あ
り
、
本
論
の
テ
ー
マ
と
も
重
な
っ
て
い
る
。
こ
の
近
代
史
は
も
っ
と
明
ら
か
に
さ
れ

　
　
る
べ
き
で
あ
る
。

（
1
1
∀
　
展
覧
会
を
主
催
す
る
側
の
意
図
と
観
覧
者
の
受
け
取
り
方
は
ず
れ
を
伴
う
。
『
助
産
之
栞
』

　
　
明
治
四
四
年
、
一
八
六
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
衛
生
思
想
の
啓
蒙
ー
衛
生
展
覧
会
」
と
い
う
短
い

　
　
文
章
に
は
、
手
洗
い
の
必
要
性
を
伝
え
る
医
師
が
来
場
し
た
母
に
子
ど
も
の
眼
の
ゴ
ミ
を
口
で

　
　
ふ

い
て

（「
ふ

い

て
」
は
な
め
て
ゴ
ミ
を
と
る
の
意
味
か
と
思
わ
れ
る
）
と
る
の
は
病
気
の
原

　
　
因
に
な
る
、
と
説
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
来
場
者
が
衛
生
展
覧
会
に
陳
列
さ
れ
て

　
　
い
た
「
癩
病
」
患
者
の
模
型
を
み
て
び
っ
く
り
し
て
帰
っ
て
し
ま
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
興
味
深

　
　
い
。

（
1
2
）
　
三
九
五
号
に
は
次
の
よ
う
に
「
お
産
の
展
覧
会
」
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
皇
室

の

御
慶
事
を
機
と
し
大
阪
府
産
婆
会
主
催
と
し
て
市
内
高
島
屋
に
於
て
九
月
一
日

　
　
　
よ
り
同
十
一
日
ま
で
お
産
の
展
覧
会
を
開
催
せ
し
が
、
来
館
者
の
多
数
な
る
。
従
来
π
干
（
ま

　
　
　
れ
）
に
観
る
ば
か
り
に
て
同
会
役
員
は
会
場
に
出
張
し
て
懇
に
説
明
の
労
を
執
り
、
娩
産
育

　
　
　
児
に
関
し
て
一
般
の
啓
発
に
大
な
る
成
功
を
収
め
た
。
尚
左
記
の
印
刷
物
「
お
産
の
心
得
」

　
　
　
を
来
観
者
（
マ
マ
）
に
頒
布
し
た
。

（
1
3
）
　
性
と
出
産
の
社
会
統
制
と
い
う
視
角
か
ら
『
助
産
之
栞
』
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
読
み
解
く
作

　
　
業
は
ま
だ
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
報
道
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
ス
に
は
捨
て
子
と
拾
い
子
と
い

　
　
う
広
く
行
わ
れ
て
い
た
習
俗
の
巻
き
起
こ
し
た
事
件
や
、
若
い
未
婚
女
性
と
六
〇
歳
過
ぎ
の

　
　
男
性
と
の
間
の
子
ど
も
の
養
育
責
任
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
、
当
時
の
結
婚
外
の
ゆ
る
や
か

　
　

な
男
女
関
係
や
血
縁
に
固
執
し
な
い
子
ど
も
観
や
夫
婦
関
係
を
推
測
さ
せ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

　
　
数
々
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
を
組
み
込
ん
だ
性
道
徳
や
家
族
観
念
の
変
容
に
関
す
る
考
察
は
取
り

　

組
む

べ
き
課
題
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
と
の
関
係
で
、
民
俗
学
か
ら
み
た
「
オ
ヤ
コ
」
に
関

　

す
る
岩
本
通
弥
の
論
考
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
　

岩
本
は
、
民
俗
社
会
に
お
け
る
オ
ヤ
コ
が
血
縁
に
こ
だ
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
子
ど
も
を
社

　

会
的
に
育
て
る
知
恵
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
明
治
三
〇
年
頃
か
ら
養

　

育
棄
児
が
減
少
し
、
転
じ
て
そ
れ
が
親
子
心
中
の
増
加
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
帝
国
統
計

　

年
鑑
か
ら
図
示
し
て
い
る
［
岩
本
二
〇
〇
六
、
九
六
頁
］
。

　
　

岩
本
に
よ
る
と
「
大
正
末
年
か
ら
の
親
子
心
中
の
激
増
が
起
る
が
、
そ
れ
以
前
は
生
活
の
葛

　

藤
や
困
難
が
生
じ
た
場
合
、
親
だ
け
自
殺
し
た
り
、
子
を
捨
子
す
る
と
か
、
親
の
自
殺
と
子
殺

　

し
が
結
び
つ
い
て
い
な
か
っ
た
。
捨
子
を
す
れ
ば
、
生
活
困
難
も
あ
る
程
度
軽
減
さ
れ
、
親
の

　

生

き
る
方
途
も
開
け
て
く
る
。
そ
れ
が
な
ぜ
子
も
殺
す
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
多
様
な
要
因
が

　

複
雑

に
絡
み
あ
っ
て
生
成
さ
れ
る
現
象
で
あ
る
が
、
図
で
説
明
す
れ
ば
、
捨
子
の
減
少
と
親
子

　

心
中
の
多
発
化
は
相
関
し
あ
っ
て
い
る
。
養
老
育
児
と
は
明
治
政
府
が
明
治
四
年
に
棄
児
養
育

　

米
の
制
を
整
え
、
＝
二
歳
未
満
の
棄
児
に
対
し
て
年
間
七
斗
の
米
を
支
給
し
た
が
、
そ
の
受
給

　

者
の
累
積
的
な
数
値
で
あ
る
。
捨
子
は
養
育
院
な
ど
の
養
護
施
設
で
育
て
ら
れ
た
ほ
か
、
里
流

　
　
れ
制
と
称
し
て
一
般
へ
の
養
子
縁
組
や
雇
い
預
り
と
し
て
商
家
な
ど
に
引
き
取
ら
れ
た
が
、
大

　

規
模
経
営
を
維
持
し
て
い
た
農
漁
村
や
、
都
市
の
商
家
や
職
人
の
家
で
も
住
込
み
の
雇
い
人
を

　

内
包
し
て
い
た
か
ら
、
捨
子
を
受
容
す
る
基
盤
と
し
て
、
こ
う
し
た
非
親
族
を
摂
り
込
め
る
開

　

放
的
な
家
が
、
明
治
中
期
ま
で
は
ま
だ
多
数
存
在
し
て
い
た
」
。

　
　
　
日
本
社
会
の
親
子
関
係
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
こ
の
説
明

　
　
で
は
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
も
あ
る
。
つ
ま
り
な
ぜ
明
治
三
〇
年
あ
た
り
を
境
に
養
育
棄
児
が

　

減
少
し
た
の
か
。
ま
た
そ
の
時
す
ぐ
に
は
親
子
心
中
が
多
発
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
岩
本

　
　
に
よ
る
と
、
明
治
民
法
が
「
決
定
的
要
因
と
し
て
作
用
し
…
…
明
治
民
法
が
六
親
等
ま
で
を
血

　
　
族
と
し
た
こ
と
」
か
ら
、
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
「
民
俗
慣
行
に
お
い
て
、
人
と
人
を
結
び
つ
け
て

　
　
い
た
つ
な
が
り
1
1
絆
」
の
「
法
的
否
定
」
と
な
り
、
そ
の
た
め
に
「
相
互
が
情
誼
で
助
け
合
っ

　
　
て
き
た
社
会
保
障
制
度
を
徐
々
に
否
定
し
て
い
く
」
の
だ
が
、
明
治
三
〇
年
あ
た
り
か
ら
昭
和

　
　
二
年
あ
た
り
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
明
確
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
本
論
で
第
－
期
と
呼
ん
だ
時
期
を
含
む
明
治
三
〇
年
代
か
ら
大
正
末
期
に
つ
い
て
は
、
嬰

　
　
児
殺
を
含
む
死
産
と
乳
児
死
亡
が
養
育
棄
児
の
数
を
減
少
さ
せ
て
い
た
と
い
う
解
釈
も
成
り

　
　
立
つ
。
こ
れ
に
加
え
「
迷
子
」
の
存
在
も
看
過
で
き
な
い
。
育
て
き
れ
ず
に
都
市
へ
子
ど
も
を

　
　
連
れ
て
置
き
去
り
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
明
治
末
期
か
ら
社
会
現
象
と
し
て
登
場
し
て
お
り
、

　
　
明
治
四
五
年
に
は
実
に
四
四
、
九
八
四
人
と
い
う
数
値
が
記
録
さ
れ
て
い
る
（
内
閣
統
計
局

　
　
一
九
一
五
）
。
殺
さ
れ
な
か
っ
た
子
ど
も
た
ち
が
都
市
の
迷
子
と
し
て
置
き
去
り
に
さ
れ
、
そ

　
　
の
後
に
親
子
心
中
と
し
て
現
象
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
考
察
は
今
後
の
課
題
と
し
た

　
　
い
。

（
1
4
）
　
国
家
の
意
志
の
内
面
化
の
強
さ
と
影
響
力
の
程
度
を
こ
こ
で
は
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ

　
　
て
、
産
婆
が
た
だ
受
動
的
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
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荒
俣
宏
『
衛
生
博
覧
会
を
も
と
め
て
』
ぶ
ん
か
社
、
一
九
九
七
年
。

B
．
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
（
白
石
隆
・
白
石
さ
や
訳
）
『
想
像
の
共
同
体
（
増
補
）
』
N
T
T
出
版
、

　
　
九
九
七
年
。

岩
本
通
弥
「
民
俗
学
か
ら
み
た
新
生
殖
技
術
と
オ
ヤ
コ
ー
「
家
」
族
と
血
縁
重
視
と
い
う
言
説
を
め

　

ぐ
っ
て
ー
」
比
較
家
族
史
学
会
監
修
太
田
素
子
・
森
謙
二
編
『
〈
い
の
ち
〉
と
家
族
－
生
殖
技
術

　

と
家
族
1
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
六
年
。

大
里
浩
秋
「
同
仁
会
と
『
同
仁
』
」
『
人
文
学
研
究
所
報
』
神
奈
川
大
学
人
文
学
研
究
所
、
二
〇
〇
六

　
年
、
四
七
ー
一
〇
五
頁
。

大
出
春
江
「
病
院
出
産
の
成
立
と
加
速
－
正
常
産
を
め
ぐ
る
攻
防
と
産
師
法
制
定
運
動
を
中
心
と
し

　
て
ー
」
『
人
間
関
係
学
研
究
　
七
』
（
大
妻
女
子
大
学
人
間
関
係
学
部
紀
要
）
、
二
〇
〇
六
年
。

大
出
春
江
「
出
産
の
正
常
と
異
常
を
め
ぐ
る
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
と
胎
児
の
生
命
観
」
『
年
報
　
社
会

　
科
学
基
礎
論
研
究
　
第
四
号
　
現
代
社
会
と
〈
宗
教
〉
の
鏡
』
ハ
ー
ベ
ス
ト
社
、
二
〇
〇
五
年
。

大

出
春
江
「
明
治
期
日
本
の
助
産
婦
に
向
け
る
医
師
の
統
制
と
期
待
ー
出
産
の
正
常
と
異
常
の
境
界

　

を
め
ぐ
っ
て
ー
」
『
東
京
文
化
短
期
大
学
紀
要
』
第
二
〇
号
、
二
〇
〇
三
年
。

大

出
春
江
「
産
婆
の
近
代
か
ら
助
産
婦
の
現
代
へ
」
『
助
産
婦
雑
誌
』
第
五
四
巻
　
第
十
二
号
、
医

　

学
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
。

厚
生
省
五
十
年
史
編
集
委
員
会
『
厚
生
省
五
十
年
史
（
統
計
編
）
』
（
財
）
厚
生
問
題
研
究
会
、

　
一
九
八
入
年
。

駒
松
仁
子
「
昭
和
初
期
の
母
子
保
健
を
め
ぐ
る
展
覧
会
三
一
田
谷
治
療
教
育
院
の
実
践
を
通
し
て
」
『
国

　
立

看
護
大
学
校
研
究
紀
要
』
二
巻
、
一
号
、
二
〇
〇
三
年

R
，
J
．
ス
ミ
ス
、
E
．
L
．
ウ
ィ
ス
ウ
ェ
ル
（
河
村
望
他
訳
）
『
須
恵
村
の
女
た
ち
』
お
茶
の
水
書
房
、

　
一
九
八
七
年
。

瀬

川
清
子
『
若
者
と
娘
を
め
ぐ
る
民
俗
』
未
来
社
、
一
九
七
二
年
。

大

正

ニ

ュ

ー
ス
事
典
編
纂
委
員
会
『
大
正
ニ
ュ
ー
ス
事
典
』
毎
日
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
、

　
一
九
八
六
ー
一
九
八
九
年
。

田
間
泰
子
『
近
代
家
族
と
ボ
デ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
六
年

田
間
泰
子
「
堕
胎
と
殺
人
の
あ
い
だ
ー
戦
前
に
お
け
る
堕
胎
・
嬰
児
殺
判
決
か
ら
ー
」
青
木
保
他
『
近

　
代

日
本
文
化
論
六
　
犯
罪
と
風
俗
』
二
〇
〇
〇
年
。

中
央
社
会
事
業
協
会
社
会
事
業
研
究
所
『
堕
胎
間
引
き
の
研
究
』
中
央
社
会
事
業
協
会
社
会
事
業
研

　
究
所
、
一
九
三
六
年
。

内
閣
統
計
局
『
日
本
帝
国
統
計
年
鑑
』
内
閣
統
計
局
、
一
九
］
八
年

『
日
本
人
名
大
事
典
』
平
凡
社
、
（
一
九
七
九
年
↓
）
一
九
八
六
年

日
本
産
科
婦
人
科
学
会
『
日
本
産
科
婦
人
科
学
会
史
』
診
断
と
治
療
社
、
↓
九
七
一
年
。

伴
忠
康
『
適
塾
と
長
与
専
斎
－
衛
生
学
と
松
香
私
志
』
創
元
社
、
一
九
八
七
年
。

E
．
J
．
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
（
浜
林
正
夫
他
訳
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
歴
史
と
現
在
』
大
月
書
店
、

　
二
〇
〇
一
年

M
．
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
（
栗
原
裕
他
訳
）
「
メ
デ
ィ
ア
論
ー
人
間
の
拡
張
の
諸
相
』
み
す
ず
書
房
、

　
一
九
八
七
年

宮
坂
靖
子
「
『
お
産
』
の
社
会
史
」
井
上
輝
子
・
上
野
千
鶴
子
・
江
原
由
美
子
『
日
本
の
フ
ェ
ミ
ニ

　

ズ
ム
5
母
性
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
。

宮
本
常
一
『
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
』
岩
波
書
店
、
（
一
九
六
七
↓
）
一
九
八
四
年
。

八
木
透
「
性
・
恋
愛
・
結
婚
」
新
谷
尚
紀
他
編
『
暮
ら
し
の
中
の
民
俗
学
3
　
一
生
』
吉
川
弘
文
館
、

　
二
〇
〇
三
年
。

吉
見
俊
哉
『
都
市
の
博
覧
会
』
中
公
新
書
、
↓
九
九
七
年
。

（大
妻
女
子
大
学
人
間
関
係
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

　
　
（
二
〇
〇
七
年
三
月
三
〇
日
受
理
、
二
〇
〇
七
年
九
月
一
四
日
審
査
終
了
）
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Social　Systems　Af民ctillg　Sex　and　Childbirth　in　Modern　Japan：

Content　Analysis　of　Jourllals廿om　the　Viewpoint　of　Channels　of　Formation　and

Development　of　Heahh，　Fami蛎and　Nation・State　Awareness

OHDE　Harue

　　　The　aim　of　this　paper　is　to　show　how　social　systems　affecting　sex　and　childbirth　were　established　in　the　early

Taisho　period．　The　method　adopted　for　this　study　entails　an　analysis　of　the　details　of　incidents　reported　in　the

monthly　journal“Josan　no　Shiori”（“Bulletin　of　Ogata　Midw涯ery　School”）that　appeared　between　1911　and　1914．

The　j皿rnal　itself　was　published丘om　1896　through　1944．

　　　An　examination　of　these　articles　raises　four　important　points．　First，　atrocities　such　as　infanticide　and　cases　of

misconduct　such　as　adultery　were　reported　on　the　same　pages　as　articles　on　so－called“sacred　births” pertaining

to　births　in　the　imperial　family　Second，　the　circumstances　of　many　gruesome　and　degrading　incidents　were

described　in　graphic　detail．　Third，　an　arrant　attitude　was　adopted　toward　deformed　babies．　Fourth，　these　ldnds

of　articles　suddenly　stopped　at　the　end　of　1914　when　these　gruesome　tales　were　replaced　by　articles　that　focused

atten伽n　on　muldple　births，　birth　control　and　the　repeated　appearance　of　population　statistics．

　　　These　four　features　are　perfectly　understandable　if　we　consider　the　sehes　of　trends　related　to　sex　and　controls

over　reproduction　that　existed　in　the　1930s．　However，　they　also　provide　us　with　details　about　how　certain　kinds　of

media　hlnctioned　in　certain　ways　so　that　clear　distinc60ns　between　good　and　bad　sexual　relations，　wanted　births

and　unwanted　births　and　superior　children　and　inferior　children　became　ingrained　in　people’s　minds．　They　also

inform　us　ab皿t　the　processes　and　circuits　that　were　in　play　The　midwifery　j皿rnal　itself　played　an　important

role　in　this．　However，　it　was　through　health　expos　and　children’s　exhibitions　where　models　and　real　oblects　were

put　on　display　that　the　curiosity　and　wonder　of　ordinary　urban　dwellers　were　aroused　and　they　were　inculcated

with　a　sense　of　the　lurid　along　with　values　concerning　what　was　right．　Hence，　such　events　played　an　important

function　in　developing　social　systems　that　affected　sex，　reproduction　and　health．　It　was　through　this　kind　of　media

that　such　information　spread　from　the　urban　centers　to　rural　areas，　thereby　developing　systems　affecting　sex　and

reproduction　which　brought　about　a　change　in　the　daily　consciousness　of　the　people　on　matters　related　to　sex　and

childbirth．
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