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特
集私
は
一
九
九
四
年
に
「
近
世
の
被
差
別
民
と
医
薬
業
」
と
題
し

た
研
究
ノ
ー
ト
を
、
信
州
農
村
開
発
史
研
究
所
紀
要
『
水
と
村
の

歴
史
』
第
九
号
に
発
表
し
た
。
こ
の
研
究
ノ
ー
ト
は
、
次
の
よ
う

な
経
緯
で
執
筆
し
た
。
東
日
本
部
落
解
放
研
究
所
編
『
東
日
本
の

「

近
世
の
被
差
別
民
に
医
薬
業
に
従
事
す
る
者
が
多
か
っ
た
こ
と
は
、
先
学
に
よ
っ
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
稲
田
陽
一
は
、
そ
の
意
味
を
考
察
し
た
。
こ

れ
は
先
駆
的
な
研
究
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
他
方
、
平
井
清
隆
は
、
滋
賀
県
（
近
江
国
）
の
被
差
別
部
落
に
医
者
（
薬
屋
）
が
多
か
っ
た
こ
と
を
具
体
的
に
明
ら

か
に
し
た
。
こ
れ
は
医
薬
業
者
が
多
か
っ
た
こ
と
を
一
県
（
一
国
）
規
模
で
実
証
し
た
、
唯
一
の
貴
重
な
研
究
と
い
え
る
。
し
か
し
、
他
地
域
に
関
し
て
は
、
い

く
つ
か
の
個
別
的
な
研
究
と
、
断
片
的
な
指
摘
し
か
な
い
（
沖
浦
和
光
が
、
そ
の
意
味
を
考
察
し
て
い
る
が
、
掲
げ
ら
れ
て
い
る
具
体
的
事
例
は
少
な
ど
。
そ

こ
で
本
稿
で
は
最
初
に
、
こ
れ
ま
で
に
知
る
こ
と
が
で
き
た
、
医
薬
業
に
従
事
し
た
近
世
の
被
差
別
民
の
事
例
を
具
体
的
に
提
示
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
そ
の
意

味
を
考
察
す
る
。
そ
こ
で
は
、
被
差
別
民
に
医
薬
業
者
が
多
か
っ
た
こ
と
は
、
被
差
別
民
の
あ
り
よ
う
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

は
じ
め
に

近
世
の
被
差
別
民
と
医
薬
業
・
再
考近
世
部
落
の
生
業
と
役
割
』
（
明
石
書
店
、
’
九
九
四
年
）
に
収
録

し
た
石
田
貞
「
鈴
木
家
の
製
薬
・
売
薬
業
と
そ
の
社
会
的
性
格
」

の
解
題
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
近
世
の
被
差

別
民
と
医
薬
業
に
つ
い
て
す
こ
し
調
べ
た
と
こ
ろ
、
私
が
思
っ
て

い
た
以
上
に
近
世
の
被
差
別
民
と
医
薬
業
と
に
深
い
か
か
わ
り
が

あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
の
一
端
は
右
の
解
題
に
書
い
た
が
、

解
題
と
い
う
性
格
か
ら
、
そ
の
す
べ
て
を
書
く
こ
と
は
で
き
な
か

斎
藤
洋
一
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近世の被差別民と医薬業・再考３ 

１
菊
池
山
哉
『
日
本
の
特
殊
部
落
』

前
稿
で
は
、
相
模
国
大
磯
宿
で
薬
屋
を
営
ん
で
い
た
八
郎
右
衛

門
家
を
と
り
あ
げ
た
が
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
小
丸
俊
雄
「
相
州
に

（
１
）
 

於
け
る
近
世
未
解
放
部
落
の
経
済
」
に
依
拠
し
た
も
の
だ
っ
た
。

そ
の
論
文
で
小
丸
は
、
菊
池
山
哉
の
「
日
本
特
殊
部
落
』
か
ら
引

用
し
て
い
る
が
、
前
稿
執
筆
時
に
は
同
書
を
見
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
『
日
本
特
殊
部
落
』
は
『
日
本
の
特
殊
部
落
』
（
東
京
史

談
会
、
一
九
六
一
年
）
の
誤
植
と
思
わ
れ
る
の
で
、
今
回
同
書
を

（
２
）
 

見
た
と
こ
ろ
、
小
丸
が
引
用
し
た
記
述
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ

だ
け
で
な
く
、
そ
の
先
に
「
部
落
に
は
よ
く
妙
薬
を
伝
え
る
と
こ

っ
た
。
そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
研
究
ノ
ー
ト
（
以
下
、
前
稿
と
い
う
）

に
ま
と
め
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
時
が
た
つ
に
つ
れ
て
前
稿
は
、
私
の
不
勉
強
を
露
呈

し
た
ま
っ
た
く
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。

い
く
つ
か
の
重
要
な
先
行
研
究
を
見
落
と
し
て
い
た
り
、
考
察
に

も
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
他
方
、
そ
の
後
知
り
得
た
こ
と

も
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
こ
で
、
依
然
と
し
て
不
十
分
で
は
あ
る
が
、

「
近
世
の
被
差
別
民
と
医
薬
業
」
に
つ
い
て
再
考
し
て
み
た
い
。

一
前
稿
で
見
落
と
し
て
い
た
先
行
研
究

ろ
が
あ
り
ま
す
。
富
山
の
井
波
町
と
か
、
駿
河
の
伝
法
村
な
ど
も

そ
れ
で
す
」
と
い
う
記
述
が
あ
っ
た
（
四
一
三
頁
）
。
そ
こ
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
箇
所
を
見
る
と
、
伝
法
村
に
関
し
て
は
「
薬
屋
で
多

く
行
商
人
で
あ
る
と
言
い
、
凡
て
が
裕
福
の
よ
う
で
す
」
と
記
述

し
て
お
り
（
五
一
二
頁
）
、
井
波
町
に
関
し
て
は
「
こ
国
は
富
山

の
売
薬
の
製
造
元
で
あ
り
、
且
行
商
に
出
て
居
る
と
の
事
、
戸
数

廿
四
戸
、
実
に
堂
々
た
る
店
舗
構
え
で
す
」
と
記
述
し
て
い
た
（
六

三
一
頁
）
。
さ
ら
に
野
尻
村
に
関
し
て
も
「
昔
一
一
一
十
六
戸
あ
っ
た

そ
う
で
す
が
、
今
は
十
七
戸
に
減
じ
た
そ
う
で
す
。
富
山
売
薬
の

本
元
で
、
こ
の
部
落
で
発
明
し
た
も
の
と
称
し
て
居
り
ま
し
た
。

（
飴
）

近
頃
十
軒
許
り
農
を
初
め
ま
し
た
が
、
拳
曰
は
行
商
ば
か
り
で
し
た
」

と
記
述
し
て
い
た
（
六
三
一
頁
）
。

と
こ
ろ
で
菊
池
は
、
同
書
の
十
数
年
前
に
「
長
吏
と
特
殊
部
落

上
編
」
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
れ
に
は
右
の
記
述
よ
り
く
わ
し

い
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
な
か
で
も
注
目
さ
れ
る
の
が
「
越
中
国
」

の
項
目
の
最
後
に
、
「
参
照
之
三
九
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ

（
３
）
 

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

越
中
富
山
に
て
は
、
牛
馬
の
死
骸
取
片
附
、
草
履
草
鞍
の
製

造
な
ど
、
其
職
業
に
は
、
別
に
変
り
し
事
無
け
れ
ど
、
唯
他
国

に
比
類
な
き
は
、
名
物
の
売
薬
行
商
は
、
大
昔
よ
り
多
く
是
等

の
者
の
為
し
来
る
一
事
な
り
。
勿
論
広
貫
堂
と
か
何
と
か
云
ふ

信
用
あ
る
、
薬
舗
の
製
品
に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
彼
等
の
仲
間
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４ 

富
山
の
売
薬
が
、
天
下
に
行
渡
れ
る
は
、
実
は
彼
等
の
努
力

（
マ
マ
）

に
し
て
、
彼
等
の
社
〈
云
的
智
識
が
、
他
国
の
此
種
の
者
に
比
し
て
、

向
上
的
な
る
は
、
亦
之
が
た
め
な
り
。

こ
こ
で
は
、
富
山
の
売
薬
を
全
国
に
広
め
た
の
は
「
部
落
」
の

人
々
だ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
何
に
よ
っ
た
も
の
だ
ろ

う
か
。
ぜ
ひ
知
り
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
れ
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
こ
の
指
摘
は
そ
の
後
の
『
日
本
の
特
殊
部
落
』
に
は
な
く
、

「
日
本
の
特
殊
部
落
」
と
ほ
ぼ
同
文
を
収
め
た
「
別
所
と
特
殊
部

（
４
）
 

落
の
研
究
』
の
「
第
一
一
編
特
殊
部
落
の
研
究
」
に
も
な
い
。
撤

回
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
以
上
か
ら
菊
池
が
、
「
部
落
」
に
は
製
薬
・

売
薬
を
業
と
す
る
人
々
が
多
い
と
認
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
が
菊
池
は
、
医
者
の
存
在
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な

い
。
菊
池
が
探
訪
し
た
と
き
に
は
医
者
が
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
か
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
平
井
清
隆
は
、
滋
賀
県
内

の
被
差
別
部
落
を
歴
訪
し
、
各
地
の
部
落
に
医
者
が
い
た
こ
と
を

見
い
だ
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
菊
池
に
は
、
平
井
の
よ
う
な
観

点
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
部
落
に
は
薬
屋
が
多
い
と
し
な

が
ら
、
そ
の
意
味
に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
、
菊
池
は
薬

屋
が
多
い
と
い
う
事
実
は
知
っ
て
い
た
が
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て

な
り
。

に
は
、
相
応
の
製
薬
者
あ
り
て
、
之
を
各
国
に
行
商
せ
し
も
の

前
稿
で
は
見
落
と
し
て
し
ま
っ
た
が
、
私
が
知
る
か
ぎ
り
で
、

被
差
別
民
と
医
薬
業
と
の
か
か
わ
り
に
注
目
し
、
こ
の
問
題
に
つ

い
て
最
初
の
包
括
的
な
提
起
を
し
た
の
は
、
稲
田
陽
一
「
被
差
別

部
落
と
天
皇
制
』
（
三
一
書
房
、
’
九
七
七
年
）
だ
と
思
わ
れ
る
。

稲
田
は
ま
ず
、
「
今
一
つ
重
要
な
見
逃
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
と
し

て
、
賎
民
達
は
、
今
は
と
き
め
く
医
者
の
元
祖
で
あ
っ
た
の
み
な

ら
ず
、
我
が
国
の
近
代
西
欧
医
学
の
導
入
に
お
い
て
、
不
可
欠
な

重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
、
以
下
の
こ

（
５
）
 

と
を
あ
げ
て
い
る
。
要
点
を
摘
記
す
る
。

ィ
喜
田
貞
吉
は
「
少
彦
名
命
の
研
究
」
で
、
「
薮
医
者
は
野
巫
医

者
の
義
」
「
ト
ウ
ナ
イ
は
『
十
無
い
』
で
ハ
チ
ヤ
の
隠
語
」
「
医

が
呪
禁
を
兼
ね
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
迅
脱
）

ロ
「
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
一
四
巻
上
坂
本
永
代
録
帳
七
○
九

頁
の
補
註
に
、
浅
野
九
兵
衛
は
、
父
九
内
の
後
を
継
ぎ
獣
医
と

し
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、
人
の
病
気
も
よ
く
診
た
と
い
わ
れ
、

と
あ
り
、
か
つ
山
田
亀
月
は
、
漢
医
を
し
て
い
た
父
喜
内
に
つ

い
て
内
科
を
習
い
、
明
治
元
年
に
父
没
し
て
か
ら
は
隣
村
の
医

師
に
つ
い
て
習
い
、
更
に
京
都
で
勉
学
を
重
ね
帰
郷
し
開
業
し

（
６
）
 

た
と
あ
り
、
部
落
の
指
導
者
に
は
医
者
が
目
に
つ
く
」
。

は
考
え
よ
う
と
し
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

２
稲
田
陽
一
『
被
差
別
部
落
と
天
皇
制
』
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（
巧
力
）

ハ
「
明
和
一
一
年
武
州
在
の
部
落
民
で
医
道
功
者
の
者
が
お
り
、
村

方
近
村
で
調
法
が
ら
れ
、
人
々
は
平
人
に
し
て
貰
お
う
と
嘆
願

し
、
奉
行
か
ら
弾
左
衛
門
に
問
糾
し
た
が
、
彼
は
平
人
に
す
る

の
を
拒
否
し
た
」
。

二
「
甲
州
で
も
、
山
城
村
文
書
に
、
エ
タ
で
あ
る
が
医
術
巧
み
で

あ
る
か
ら
開
業
さ
せ
て
も
よ
る
し
い
か
の
伺
が
あ
る
ら
し
い
」
。

ホ
「
萩
藩
で
も
、
天
保
二
年
頃
ま
で
え
た
の
医
者
を
業
と
す
る
も

の
が
少
く
な
か
っ
た
と
あ
る
」
。

へ
「
ト
ウ
ナ
イ
、
ハ
チ
ヤ
は
産
科
を
よ
く
し
た
ら
し
い
」
。

ト
「
薬
に
関
係
し
た
こ
と
も
間
違
い
な
い
処
で
、
牛
黄
の
こ
と
は

既
に
ふ
れ
た
し
、
柴
田
女
史
の
前
掲
書
に
も
処
々
に
出
て
い
る

が
、
山
野
を
漂
泊
し
て
い
た
時
代
に
、
永
年
の
経
験
や
勘
か
ら
、

薬
草
や
薬
効
あ
る
鉱
石
を
発
見
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
」
。

チ
大
磯
宿
長
吏
小
頭
助
左
衛
門
配
下
に
八
郎
右
衛
門
と
い
う
薬
屋

が
い
た
こ
と
が
、
「
相
模
風
土
記
稿
」
に
記
さ
れ
て
い
る
と
し
、

該
当
箇
所
を
引
用
し
て
い
る
。

（
猶
）

リ
富
士
川
遊
『
ｐ
Ｈ
本
医
学
史
』
に
「
外
科
ノ
治
ハ
刀
剪
・
針
烙
ヲ

、
、
、
、

主
ト
ス
ル
ガ
故
一
一
、
ソ
ノ
コ
ト
ヲ
賤
悪
汚
穣
ナ
リ
ト
シ
、
医
家

ス
ラ
之
ヲ
賎
シ
ム
コ
ト
、
コ
ノ
頃
一
一
至
り
テ
ハ
益
々
甚
シ
ク
、

従
ツ
テ
外
科
ヲ
専
門
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
多
ク
ハ
無
学
文
盲
ノ
徒
ニ

シ
テ
膏
薬
敷
貼
ノ
方
ノ
ー
ニ
ヲ
知
ル
ー
止
マ
リ
」
と
あ
る
が
、

そ
の
参
考
文
献
と
さ
れ
て
い
る
「
医
方
門
余
外
科
門
巻
之
こ

に
は
「
周
礼
瘍
医
を
以
て
下
士
に
任
ず
る
は
、
其
の
効
能
の
優

劣
を
以
て
に
あ
ら
ず
、
刀
剪
針
烙
を
以
て
す
。
其
の
事
の
賎
悪

の
故
な
り
」
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

（
史
ｕ
）

ヌ
服
部
敏
良
『
室
町
安
土
桃
山
時
代
医
学
の
研
究
』
に
よ
れ
ば
、

｛
マ
マ
）

時
衆
の
徒
は
、
従
軍
し
て
「
回
向
・
葬
も
し
た
が
」
、
そ
の
か
た

わ
ら
「
傷
の
手
当
も
し
た
ら
し
い
」
。
「
異
本
小
田
原
記
」
に
は
「
惣

じ
て
時
宗
の
僧
昔
よ
り
和
歌
を
専
と
し
、
金
創
の
療
治
を
事
と

す
」
云
々
と
あ
る
。
「
埼
玉
県
阿
弥
文
書
」
に
は
「
百
姓
ヲ
兼
耕

作
或
は
医
師
之
渡
世
産
業
仕
候
た
め
」
云
々
と
あ
る
。
「
室
町
、

安
土
桃
山
時
代
に
は
、
時
宗
信
者
ら
し
い
阿
弥
号
を
も
つ
有
名

な
医
者
が
輩
出
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
」
。

ル
「
タ
ー
フ
ェ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ヤ
を
入
手
し
た
前
野
良
沢
・
杉
田

（
住
）

玄
白
等
は
、
「
千
寿
骨
ヶ
原
の
腋
分
け
の
場
に
お
い
て
、
若
き
頃

よ
り
こ
れ
ま
で
数
回
の
経
験
を
も
つ
エ
タ
身
分
の
九
十
歳
の
老

人
が
随
分
け
し
な
が
ら
、
｜
つ
一
つ
臆
を
指
し
て
の
教
え
に
よ

（
符
）

り
、
和
蘭
解
剖
図
と
見
比
べ
付
く
口
し
て
い
る
｝
」
と
に
感
嘆
し
、

そ
の
翻
訳
に
か
か
っ
た
の
で
あ
る
」
。

ヲ
肺
分
け
を
し
た
老
人
が
人
体
に
く
わ
し
か
っ
た
の
は
、
「
彼
等

の
中
で
は
、
永
年
の
牛
馬
の
解
体
か
ら
え
た
知
識
か
ら
、
人
体

の
内
臓
其
の
他
の
器
官
に
つ
い
て
の
類
推
を
し
て
い
た
」
か
ら

で
あ
ろ
う
。
「
従
っ
て
、
部
落
出
身
の
医
者
達
は
、
そ
の
よ
う
な

解
剖
学
的
知
識
を
備
え
て
い
た
の
で
、
漢
方
医
の
よ
う
な
陰
陽
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こ
こ
で
右
に
つ
い
て
若
干
の
補
足
・
検
討
を
し
て
お
く
と
、
イ

の
喜
田
「
少
彦
名
命
の
研
究
」
は
「
民
族
と
歴
史
」
第
五
巻
第
一

号
（
日
本
学
術
普
及
会
、
一
九
二
一
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
三

四
頁
に
右
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
そ
の
す
こ
し
先

に
は
「
古
伝
説
に
少
彦
名
命
が
大
国
主
神
と
共
に
療
病
禁
圧
の
注

ぐ
す
し

の
祖
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
明
か
に
我
が
国
の
薬
師
即
ち
医
薬

呪
禁
の
徒
に
其
の
流
を
汲
む
も
の
麓
多
か
つ
た
こ
と
を
示
し
て
居

る
の
で
あ
る
。
而
し
て
民
間
に
於
け
る
是
等
の
輩
が
一
般
に
普
通

民
と
は
筋
目
の
違
っ
た
も
の
だ
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と

五
行
説
等
に
も
と
づ
く
観
念
論
的
病
理
学
に
よ
る
の
で
な
く
、

よ
り
実
証
的
な
根
拠
に
も
と
づ
い
て
診
断
し
た
か
ら
、
隠
れ
た

名
医
が
い
た
に
ち
が
い
な
い
」
。

ワ
「
弾
内
記
身
分
引
上
一
件
」
に
、
弾
左
衛
門
が
預
か
っ
た
囚
人

を
「
食
物
病
人
薬
用
療
治
伺
等
深
切
に
世
話
致
し
」
云
々
と
あ
る
。

「
更
に
、
幕
府
医
学
所
頭
取
松
本
良
順
（
後
の
明
治
の
軍
医
総
監
）

は
、
そ
こ
に
目
を
つ
け
た
の
か
、
維
新
内
乱
に
際
し
、
慶
応
四
年
、

幕
府
の
陸
海
軍
附
属
病
院
御
用
を
弾
左
衛
門
に
さ
せ
る
よ
う
取

計
い
、
結
局
そ
れ
が
弾
に
申
渡
さ
れ
て
い
る
」
。

こ
の
よ
う
に
稲
田
は
、
被
差
別
民
と
医
薬
業
と
に
深
い
か
か
わ

り
が
あ
る
こ
と
を
見
出
し
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
論
点
を
提
起
し

て
い
た
。
そ
の
後
、
こ
れ
が
深
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
く
や
ま

れ
る
。

級
に
就
て
」
（
『
社
会
経
済
史
学
』
第
八
巻
第
十
一
号
、
’
九
三
九
年
）

に
よ
っ
た
も
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
「
ゑ
た
」
身
分
に
関
し
て
「
職

業
に
就
て
は
農
業
を
副
業
と
す
る
以
外
は
、
他
に
転
じ
又
は
之
を

副
業
と
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
。
例
へ
ぱ
天
保
二
年

頃
迄
は
小
商
又
は
医
者
を
業
と
す
る
も
の
も
勘
く
な
か
つ
た
が
、

其
れ
以
降
は
風
俗
を
素
す
も
の
と
し
て
厳
禁
せ
ら
れ
た
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
（
七
八
頁
）
。

へ
の
「
ト
ウ
ナ
イ
、
ハ
チ
ヤ
」
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

ト
の
「
牛
黄
の
こ
と
」
と
は
、
二
九
頁
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

は
」
云
々
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
三
五
頁
）
。
医
薬
業
に
従
事
す

る
者
が
「
普
通
民
と
は
筋
目
の
違
っ
た
も
の
」
と
見
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
、
リ
か
ら
は
医
者
、
と
り
わ
け
外

科
医
が
前
近
代
に
お
い
て
は
卑
賎
視
き
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
る
。
前
近
代
に
お
い
て
医
者
は
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
か
、

（
７
）
 

こ
れ
は
一
つ
の
重
要
な
論
点
と
な
ろ
う
。

ロ
の
滋
賀
県
の
部
落
の
医
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
平
井
清
隆
の

研
究
の
項
で
く
わ
し
く
見
た
い
。

ハ
の
「
医
道
功
者
」
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

二
の
甲
州
の
事
例
は
、
塚
原
美
村
『
増
補
改
訂
未
解
放
部
落
貢
雄

山
闇
、
一
九
七
三
年
。
初
版
は
一
九
六
七
年
）
に
よ
っ
た
も
の
だ
が
、

右
よ
り
く
わ
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
（
二
○
頁
）
。

ホ
の
萩
藩
の
事
例
は
、
三
輪
為
一
「
旧
萩
藩
に
於
け
る
社
会
階



７近世の被差別民と医薬業・再考

前
稿
で
は
、
平
井
清
隆
「
滋
賀
」
（
部
落
問
題
研
究
所
編
『
部
落

の
歴
史
Ｉ
近
畿
篇
ｌ
』
部
落
問
題
研
究
所
出
版
部
、
一
九
八
四
年
）
、
『
部

落
の
生
業
』
（
滋
賀
県
同
和
問
題
研
究
所
、
一
九
九
三
年
）
か
ら
平

井
が
、
「
皮
田
村
に
は
、
昔
は
医
者
が
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。
そ

れ
も
『
薮
医
者
』
と
い
わ
れ
た
い
い
加
減
な
医
者
で
は
な
く
て
、

『
左
経
記
』
の
長
和
五
年
二
○
一
六
）
の
記
事
を
指
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
「
柴
田
女
史
の
前
掲
書
」
と
は
、
柴
田
道
子

『
被
差
別
部
落
の
伝
承
と
生
活
』
（
三
一
書
房
、
一
九
七
一
一
年
）
の

こ
と
で
、
同
書
は
信
州
の
部
落
に
「
九
州
か
ら
善
光
寺
参
り
に
来

て
、
居
心
地
が
よ
い
と
落
ち
着
い
た
医
者
」
か
ら
「
お
世
話
に
な

っ
た
お
礼
に
と
、
家
伝
の
薬
を
教
え
て
」
も
ら
い
、
「
こ
の
後
三

代
つ
づ
い
て
薬
屋
を
開
き
、
生
活
も
楽
に
な
っ
た
」
家
が
あ
っ
た

こ
と
（
一
七
二
頁
）
、
「
乞
食
か
ら
薬
草
の
知
識
を
習
い
、
非
常
に

よ
く
知
っ
て
い
て
、
近
所
の
人
に
教
え
て
い
た
」
女
性
が
い
た
こ

と
（
一
九
六
頁
）
な
ど
を
伝
え
て
い
る
。

ヌ
の
時
宗
に
関
し
て
は
近
年
、
藤
沢
靖
介
「
時
宗
と
関
東
の
被

差
別
部
落
」
（
東
日
本
部
落
解
放
研
究
所
紀
要
『
解
放
研
究
」
第
十
一

号
、
一
九
九
九
年
）
が
、
時
宗
と
関
東
の
被
差
別
部
落
に
は
密
接

な
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ル
・
ヲ
の
「
腕
分
け
」
に
関
し
て
は
後
述
す
る
。

Ｓ
平
井
清
隆
の
一
連
の
研
究

『
滋
賀
の
部
落
」
第
一
巻
は
、
滋
賀
県
内
の
部
落
を
一
つ
ひ
と

つ
訪
ね
て
そ
の
あ
り
さ
ま
を
報
告
し
た
も
の
で
、
そ
こ
に
以
下
の

よ
う
な
医
薬
業
者
の
姿
が
書
き
と
め
ら
れ
て
い
る
。
一
県
三
国
）

規
模
で
医
薬
業
者
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
、
唯
一
の
貴
重
な
研

（
９
）
 

究
な
の
で
、
長
く
な
る
が
該
当
箇
所
を
引
く
。

北
山
村
明
治
初
年
の
分
村
運
動
の
指
導
者
に
「
医
者
で
あ
っ
た
山

田
亀
月
が
い
た
」
（
四
一
頁
）
。

病
気
を
よ
く
な
お
す
名
医
が
多
く
出
ま
し
た
。
（
中
略
）
近
江
の

国
に
は
、
明
治
の
初
め
頃
ま
で
は
、
七
十
ほ
ど
の
皮
田
村
に
、
十

六
人
の
医
者
が
い
ま
し
た
」
な
ど
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
と
り
あ

げ
た
。
た
だ
し
平
井
が
、
部
落
に
医
者
が
多
い
理
由
と
し
て
「
皮

田
の
者
を
き
び
し
く
差
別
し
た
時
代
は
、
一
旦
病
気
に
か
か
っ
て

み

も
、
一
般
の
村
の
医
者
が
、
親
切
に
病
気
を
診
て
く
れ
ま
せ
ん
の

で
、
自
然
に
皮
田
の
村
中
に
医
者
が
出
来
ま
し
た
」
と
述
べ
て
い

る
こ
と
に
は
、
疑
問
を
呈
し
た
。

そ
の
後
、
右
の
記
述
の
根
拠
が
、
平
井
が
執
筆
し
た
「
滋
賀
の

部
落
』
第
一
巻
（
滋
賀
県
部
落
史
刊
行
委
員
会
編
、
滋
賀
県
同
和
事

業
促
進
協
議
会
刊
、
一
九
七
四
年
）
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま

た
『
滋
賀
の
部
落
』
第
三
巻
（
同
上
会
編
、
同
上
会
刊
、
同
年
）

の
二
一
、
や
さ
し
い
部
落
の
歴
史
」
に
は
「
部
落
と
医
者
」
と

い
う
総
括
的
な
記
述
が
あ
る
こ
と
を
、
藤
沢
靖
介
か
ら
教
え
て
も

（
８
）
 

ら
っ
た
。

部落解放研究Ｎｂ153号 2003.8 



８ 

薮
の
内
村
「
明
治
解
放
令
当
時
、
薮
の
内
部
落
で
た
だ
一
軒
だ
け
、

旧
街
道
筋
に
沿
っ
て
、
居
宅
を
構
え
て
い
た
と
い
わ
れ
る
医
者
、

（
中
略
）
そ
の
医
者
村
松
八
兵
衛
家
」
、
そ
の
家
は
「
百
年
以
上

の
古
い
建
物
で
あ
る
が
、
殆
ん
ど
旧
態
の
ま
ま
で
、
診
察
室
、

薬
剤
調
合
室
、
土
倉
な
ど
ま
で
、
昔
の
ま
ま
の
面
影
を
残
し
て

（
腕
）

い
る
。
そ
の
家
敷
の
総
面
積
は
約
一
段
半
」
。
「
八
兵
衛
は
獣
医

師
か
ら
出
発
し
た
の
だ
と
い
う
が
、
医
者
と
し
て
非
常
に
す
ぐ

れ
た
腕
の
持
主
で
あ
り
、
明
治
の
初
期
か
ら
、
近
郷
の
一
般
部

落
に
ま
で
招
か
れ
て
、
輿
に
乗
っ
て
往
診
に
出
掛
け
た
と
い
う
」
。

「
八
兵
衛
は
、
か
つ
て
膳
所
藩
主
本
多
公
が
、
江
戸
に
出
る
道
中
、

石
部
の
宿
で
、
愛
用
馬
の
病
気
の
手
当
を
し
た
際
、
医
者
と
し
て
、

ほ
か
の
医
者
た
ち
よ
り
一
段
と
す
ぐ
れ
た
腕
前
で
あ
る
こ
と
を

認
め
ら
れ
、
そ
の
後
は
藩
の
ご
用
を
命
ぜ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、

村
松
姓
を
名
乗
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
と
い
う
」
（
五
九
～
六
○

頁
）
。

木
原
村
「
解
放
令
直
後
に
、
滋
賀
県
部
落
分
村
問
題
に
活
躍
し
た
、

浅
野
九
兵
衛
の
出
た
」
村
（
八
五
頁
）
。
「
浅
野
九
兵
衛
の
家
な

ど
は
、
牛
馬
の
「
灸
す
え
』
の
た
め
、
文
字
通
り
門
前
市
を
な

す
ほ
ど
で
、
よ
し
ず
張
り
の
茶
店
も
出
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た

と
い
う
」
二
○
二
頁
）
。

横
井
村
「
古
老
の
話
に
よ
る
と
、
金
田
と
い
う
金
持
、
『
伯
楽
さ
ん
』

と
呼
ん
で
い
た
名
高
い
牛
馬
医
者
、
質
屋
、
十
代
も
続
い
た
旧

家
喜
十
郎
な
ど
立
派
な
家
が
あ
っ
た
が
、
明
治
維
新
以
後
み
な

没
落
し
て
し
ま
っ
て
、
部
落
か
ら
離
散
し
」
た
二
○
九
頁
）
。（
傭
）

稲
津
村
「
稲
津
村
に
は
、
広
瀬
半
四
郎
と
い
う
代
々
庄
屋
を
勤
め

た
、
古
く
か
ら
医
者
を
業
と
し
て
来
た
資
産
家
が
あ
っ
た
」
。
「
名

医
と
し
て
の
評
判
が
高
か
っ
た
」
。
「
そ
の
息
（
養
子
）
源
道
さ

ん
は
、
大
阪
医
学
校
に
、
明
治
初
年
入
学
し
て
医
者
と
な
り
、

稲
津
村
で
『
有
年
学
校
』
を
開
い
て
い
る
」
（
二
○
～
一
一
一

頁
）
。

一
色
村
「
さ
て
一
色
部
落
で
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
に
よ
っ
て
、

明
治
維
新
ま
で
ず
っ
と
牛
馬
の
処
理
の
仕
事
を
し
た
。
壬
申
戸

籍
に
も
『
農
』
と
書
か
れ
て
い
る
世
帯
は
一
つ
も
な
く
、
全
部

が
『
商
』
で
あ
っ
て
、
た
だ
一
戸
だ
け
が
『
医
』
と
な
っ
て
い
る
。

善
三
郎
と
い
い
漢
方
医
で
、
明
治
大
正
の
頃
こ
の
地
を
離
れ
た

が
、
佐
内
、
嘉
善
な
ど
の
名
が
、
そ
の
先
代
に
見
え
、
何
代
か

続
い
て
医
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
。
「
こ
の
医
者
の
家
は
、

現
在
も
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
。
小
児
科
医
と
し
て
名
医
と
さ

れ
、
評
判
が
高
」
い
二
二
五
頁
）
。

糠
田
井
村
「
奥
村
さ
ん
の
家
で
は
、
石
原
代
官
の
娘
の
病
気
の
薬

に
、
秘
蔵
の
牛
の
ご
う
い
ん
を
命
に
よ
り
差
し
上
げ
た
が
、
見

事
に
娘
の
病
気
が
癒
っ
て
、
代
官
か
ら
姓
を
名
乗
っ
て
も
よ
い

と
の
お
達
し
が
あ
っ
た
と
い
う
」
（
一
七
三
頁
）
。

北
村
「
明
治
の
初
期
に
浅
尾
安
五
郎
と
い
う
獣
医
（
人
間
の
病
気
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も
治
療
し
た
）
が
あ
っ
た
。
か
れ
の
屋
敷
は
、
二
反
歩
余
あ
り
、

豪
勢
な
門
が
あ
り
、
そ
の
門
を
馬
上
の
ま
ま
で
、
出
入
り
出
来

る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
」
。
安
五
郎
も
資
産
家
で
あ
っ
た
二

八
一
～
一
八
二
頁
）
。

作
立
村
（
小
桜
村
）
「
小
桜
村
に
は
医
業
を
営
む
家
が
二
戸
あ
り
、

草
場
姓
と
草
姥
姓
を
と
な
え
て
い
た
が
草
場
氏
の
方
は
、
小
桜

部
落
唯
一
の
大
資
産
家
で
あ
り
、
同
時
に
近
江
の
国
の
隅
々
に

ま
で
名
を
知
ら
れ
た
皮
膚
科
を
得
意
と
す
る
医
者
で
あ
っ
た
」

（
二
四
四
頁
）
。

大
町
村
「
な
お
大
町
村
に
は
ず
っ
と
古
く
か
ら
数
代
も
続
い
た
小

児
科
医
（
臼
井
氏
）
が
あ
っ
た
が
、
同
じ
く
資
産
家
で
名
医
と

う
た
わ
れ
た
。
大
正
期
に
一
家
を
あ
げ
て
村
を
去
っ
」
た
（
二

六
五
頁
）
。

大
野
村
。
広
野
部
落
の
）
一
つ
の
誇
り
と
し
て
村
の
多
く
の
人
々

に
、
医
者
で
あ
っ
た
皐
月
家
の
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
現

在
村
の
一
角
に
医
者
屋
敷
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、

（
中
略
）
そ
の
屋
敷
の
広
さ
か
ら
推
定
す
る
と
、
か
な
り
立
派
な

家
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
」
。
「
こ
の
皐
月
家
の
一
統
で
皐
月
仙

谷
と
い
う
医
者
が
、
蒲
生
郡
大
林
村
に
も
明
治
の
初
年
（
壬
申

戸
籍
に
出
て
い
る
）
在
住
開
業
し
て
い
た
。
（
中
略
）
皐
月
家
は

明
治
以
前
か
ら
何
代
か
続
い
て
、
部
落
の
名
家
で
あ
っ
た
こ
と

が
想
像
さ
れ
る
」
。
「
何
時
ご
ろ
の
何
と
い
う
名
の
医
者
で
あ
っ

た
の
か
明
き
ら
か
で
な
い
が
、
井
伊
家
に
召
さ
れ
て
糸
脈
を
引

き
、
猫
の
脈
と
人
間
の
脈
と
を
見
分
け
あ
っ
ぱ
れ
名
医
で
あ
る

こ
と
を
認
め
ら
れ
、
そ
の
典
医
に
命
ぜ
ら
れ
『
皐
月
』
と
い
う

姓
を
賜
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
糸
脈
以
下
の
話
は
他

の
部
落
の
医
者
の
中
に
も
伝
説
と
し
て
、
残
さ
れ
て
い
る
も
の

が
二
、
三
あ
り
真
偽
の
ほ
ど
は
明
き
ら
か
で
は
な
い
」
。
「
そ
の

姓
『
皐
月
』
は
部
落
で
は
全
く
他
に
例
が
な
く
、
珍
ら
し
い
も

の
で
あ
る
」
「
由
来
、
部
落
の
中
に
生
れ
た
医
者
は
武
士
な
ど
の

比
較
的
イ
ン
テ
リ
が
、
何
等
か
の
事
情
に
よ
っ
て
部
落
に
遁
入

し
た
、
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
始
っ
た
場
合
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。

い
わ
ば
部
落
に
と
っ
て
は
外
来
者
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
名
乗

っ
た
姓
も
他
の
部
落
の
人
々
と
全
く
異
っ
て
い
る
」
。
二
皐
月
』

の
姓
も
そ
の
例
の
一
つ
で
あ
る
」
。
「
な
お
念
の
た
め
井
伊
家
の

典
医
と
し
て
記
録
に
上
っ
て
い
る
も
の
を
調
べ
て
み
た
が
、
『
皐

月
姓
』
を
名
乗
る
医
者
は
見
当
ら
な
か
っ
た
」
「
皐
月
家
は
現
在

広
野
部
落
で
絶
え
て
し
ま
っ
て
い
る
」
。
（
二
八
三
～
二
八
四
頁
）
。

野
良
田
村
「
野
良
田
村
に
は
、
織
田
信
長
の
近
江
進
攻
に
よ
り
潰

滅
し
た
佐
々
木
六
角
氏
に
属
し
て
い
た
武
士
が
逃
れ
て
、
爾
来

村
に
住
み
つ
い
た
と
い
う
一
家
が
あ
る
。
佐
々
木
姓
を
名
乗
っ

て
い
る
が
、
そ
の
家
系
図
も
保
存
さ
れ
て
い
る
。
（
部
落
へ
遁
入

後
の
も
の
は
不
記
載
）
こ
の
佐
々
木
家
は
、
当
初
は
薬
種
商
人

と
し
て
、
近
江
に
行
商
に
出
る
こ
と
を
業
と
し
て
い
た
が
、
何

部落解放研究Ｎ0153号20038
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時
の
ほ
ど
に
か
、
医
業
を
営
む
よ
う
に
な
り
、
明
治
の
頃
ま
で
、

何
代
も
引
き
つ
づ
い
て
医
者
の
家
と
し
て
、
相
当
の
生
活
を
立

て
て
来
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
医
者
と
し
て
の
評
判
も
高
く
、

一
般
部
落
の
間
に
も
広
く
知
ら
れ
て
い
た
と
い
う
」
（
三
二
六

頁
）
。

大
林
村
「
医
者
の
皐
月
家
も
、
大
野
村
の
皐
月
家
と
と
も
に
、
古

い
家
柄
だ
と
さ
れ
た
が
、
漸
次
没
落
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
」

（
三
一
一
一
二
頁
）
。

以
上
で
あ
る
。
部
落
に
は
医
者
が
多
か
っ
た
と
い
う
指
摘
の
根

拠
が
、
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
『
滋
賀
の
部
落
』
第
三
巻
の
「
部
落
と
医
者
」
で
は
、

こ
れ
を
総
括
的
に
述
べ
て
い
る
。

ま
ず
最
初
に
、
部
落
に
は
医
者
（
漢
方
医
）
が
多
い
こ
と
を
述

べ
、
つ
ぎ
に
部
落
に
医
者
が
多
い
理
由
と
し
て
、
。
般
の
医
者

が
丁
寧
に
そ
の
手
を
と
っ
て
脈
を
と
っ
た
り
し
て
く
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
」
こ
と
か
ら
、
「
部
落
の
人
々
は
、
自
分
た
ち
の
病
気

を
な
お
す
た
め
に
は
、
自
分
た
ち
の
仲
間
で
あ
る
部
落
の
中
に
住

む
医
者
を
必
要
と
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
部
落
の
中
で
、
読

み
書
き
の
で
き
る
よ
う
な
人
た
ち
が
、
自
然
と
医
書
を
読
み
、
医

術
を
覚
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
病
気
で
苦
し
む
人
々
を
診
る
よ

う
に
な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
一
一
一
三
六
頁
）
。
右
に
み
た
大
野

ざ
つ
き

村
の
皐
月
家
の
と
こ
ろ
で
は
、
「
外
来
者
」
が
多
か
っ
た
と
述
べ

て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
部
落
内
部
か
ら
い
わ
ば
自
生
的
に
医
者
が

生
ま
れ
た
と
し
て
い
る
。
平
井
は
、
両
方
の
医
者
が
あ
っ
た
と
し

て
い
る
が
、
ど
ち
ら
が
多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
「
部
落
で
は
、
牛
馬
を
専
門
に
取
扱
っ
た
た
め
に
、
自

然
に
獣
医
が
発
生
し
た
。
こ
の
獣
医
は
、
同
時
に
人
間
を
診
る
医

者
に
も
な
っ
た
。
人
間
も
哺
乳
動
物
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
病
気
は

牛
馬
の
そ
れ
と
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
多
い
」
と
も
述
べ
て
い
る
同

上
頁
）
。
牛
馬
を
あ
つ
か
う
こ
と
の
延
長
で
人
間
を
診
る
医
者
が

生
ま
れ
た
と
見
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
だ
け
が
そ
の
理
由
で
あ

る
か
ど
う
か
は
検
討
の
必
要
が
あ
ろ
う
。

つ
い
で
、
部
落
の
医
者
は
「
殆
ん
ど
名
医
だ
っ
た
」
と
し
、
そ

の
理
由
と
し
て
「
部
落
の
牛
馬
の
処
理
に
関
連
し
て
、
内
臓
関
係

に
つ
い
て
の
知
識
、
（
解
剖
学
な
ど
）
が
自
然
豊
富
で
あ
っ
た
こ
と
、

ど
う
い
ん
（
、
）

同
時
に
牛
馬
に
よ
っ
て
生
ず
る
牛
胆
や
業
因
な
ど
の
、
よ
く
効
く

薬
を
入
手
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
り
、
こ
れ
を
投
薬
す
る
こ
と
が

で
き
た
こ
と
な
ど
に
、
原
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
」
と
述

べ
て
い
る
（
三
一
一
一
七
頁
）
。
こ
れ
も
、
こ
れ
だ
け
の
理
由
で
あ
る

か
は
検
討
の
必
要
が
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
「
部
落
の
医
者
は
、
例
外
な
く
想
像
も
さ
れ
な
い
ほ
ど
、

金
持
」
だ
っ
た
こ
と
、
明
治
初
年
の
「
部
落
分
村
運
動
の
先
頭
に

立
っ
た
」
こ
と
、
な
ど
を
述
べ
て
い
る
（
一
一
一
一
一
一
七
～
三
一
一
一
八
頁
）
。

こ
の
よ
う
に
平
井
は
、
史
料
調
査
と
現
地
調
査
と
に
よ
っ
て
、
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滋
賀
県
（
近
江
国
）
の
部
落
に
は
医
者
が
多
か
っ
た
と
い
う
貴
重

な
事
実
を
発
見
し
、
報
告
し
た
。
そ
し
て
『
部
落
の
生
業
』
で
は

も
う
一
つ
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
。
部
落
の
医
者
の
数
は
）

一
般
の
村
の
中
に
い
た
医
者
の
数
と
比
べ
ま
す
と
三
倍
く
ら
い
の

割
合
に
な
り
ま
す
」
と
い
う
指
摘
で
あ
る
（
四
四
頁
）
。
こ
れ
に

よ
れ
ば
、
滋
賀
県
（
近
江
国
）
で
は
明
ら
か
に
、
部
落
に
医
者
が

多
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
な
ぜ
多
か
っ
た
の
か
、

ま
た
、
ほ
か
で
は
ど
う
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
ろ
う
。

最
後
に
、
近
江
国
に
関
し
て
そ
の
後
知
り
得
た
こ
と
を
二
つ
付

け
加
え
て
お
く
。

｜
っ
。
滋
賀
県
同
和
問
題
研
究
所
「
近
江
国
愛
知
郡
川
原
村
枝

郷
皮
田
村
関
連
文
書
」
編
集
委
員
会
編
『
近
江
国
愛
知
郡
川
原
村

枝
郷
皮
田
関
連
文
書
』
（
滋
賀
県
同
和
問
題
研
究
所
、
二
○
○
一
年
）

収
録
の
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
’
一
月
「
近
江
国
愛
知
郡
川
原

村
枝
郷
戸
籍
」
で
は
、
百
姓
周
桂
・
五
十
八
歳
が
「
農
業
井
医
業
」

に
従
事
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
（
九
五
頁
）
。

二
つ
。
『
淡
海
国
に
お
け
る
差
別
の
歴
史
と
部
落
問
題
」
（
滋
賀

県
同
和
問
題
研
究
所
編
・
刊
、
二
○
○
○
年
）
に
よ
れ
ば
、
明
和
二

い
ぬ
か
み

年
（
一
七
六
五
）
に
書
か
れ
た
、
彦
根
領
内
の
犬
上
郡
・
坂
田
郡
・

え
ち

ご
う
さ
さ
ん
ぐ
ん
ろ
く

愛
知
郡
の
一
一
一
郡
の
地
誌
で
あ
る
「
江
左
一
一
一
郡
録
』
に
、
皮
田
村
の

医
師
皐
月
家
の
こ
と
が
、
「
普
賢
寺
村
（
略
）
此
村
ノ
枝
村
一
一
犠

多
村
ア
リ
五
月
薬
ト
テ
小
児
ノ
諸
病
二
用
ル
振
出
シ
薬
ヲ
売
ル
奇

前
稿
で
は
「
穣
多
」
身
分
の
医
者
と
し
て
以
下
の
事
例
を
と
り

あ
げ
た
（
出
典
は
前
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。

は
ん
ぎ
わ

・
武
蔵
国
榛
沢
郡
新
戒
村
に
「
医
道
功
者
」
と
さ
れ
る
「
穣
多
」
身

分
の
人
が
い
て
、
「
平
人
」
に
引
き
上
げ
た
い
と
い
う
願
い
が
村

か
ら
出
さ
れ
た
が
、
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
新
戒
村
に
医
療
に

（
ｕ
）
 

巧
み
な
「
械
多
」
身
分
の
人
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

・
長
州
藩
で
は
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
八
月
、
平
人
に
紛
れ
剃
髪

が
が
わ
づ

（
牢
）

し
て
「
細
工
医
者
」
を
し
て
い
た
香
川
津
の
「
穣
多
」
門
七
が
「
髄

舎
」
と
さ
れ
た
。

・
長
州
藩
で
は
、
幼
少
の
こ
ろ
よ
り
「
医
業
之
志
」
を
抱
き
、
芸
州

大
竹
村
「
穣
多
医
河
野
助
左
衛
門
」
の
と
こ
ろ
へ
修
行
に
行
き
、

効
ア
ル
ト
云
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
寛
政
四
年
（
’
七
九
二
）

に
彦
根
藩
士
塩
野
義
陳
が
書
い
た
、
彦
根
領
内
六
郡
（
神
崎
・
愛

い
か

お
う
み
こ
ま
ざ
ら
え

知
・
犬
上
・
坂
田
・
浅
井
・
伊
香
）
の
地
誌
『
淡
海
木
間
攪
』
に
は
、

き
つ
き
ぐ
す
り

「
五
月
薬
」
の
こ
と
が
よ
り
く
わ
し
く
書
か
れ
て
い
る
と
し
て
、

該
当
箇
所
を
掲
げ
て
い
る
（
一
五
頁
）
。
そ
の
引
用
は
省
略
す
る
が
、

皐
月
家
が
小
児
薬
の
薬
屋
と
し
て
、
す
で
に
江
戸
時
代
中
期
に
は

よ
く
知
ら
れ
た
存
在
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

二
前
稿
で
と
り
あ
げ
た
事
例
と
そ
の
後
知
り
得
た

事
例

部落解放研究Ｎｂ,153号2003.8
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つ
い
で
中
津
、
さ
ら
に
は
長
崎
へ
修
行
に
行
っ
た
船
木
幸
判
下

小
野
村
「
穣
多
」
周
斎
が
、
安
政
六
年
二
八
五
九
）
四
月
五

日
に
「
牢
舎
」
と
さ
れ
た
。
こ
の
事
例
か
ら
は
、
幼
少
の
こ
ろ

よ
り
「
医
業
」
を
志
す
こ
と
が
可
能
な
環
境
が
あ
っ
た
こ
と
、

そ
の
延
長
と
し
て
、
身
分
を
偽
っ
て
で
は
あ
る
が
当
時
の
医
学

の
最
先
進
地
で
あ
る
長
崎
へ
修
行
に
行
っ
た
こ
と
、
芸
州
大
竹

（
皿
）

村
に
も
「
穣
多
医
」
が
い
た
こ
と
、
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。

わ
な

・
武
蔵
国
和
名
村
の
薬
屋
甚
右
衛
門
の
弟
彦
助
は
、
「
拙
者
、
医
道

修
行
二
付
、
長
崎
江
心
懸
候
へ
ぱ
」
云
々
と
い
う
書
状
を
残
し

て
い
る
。
し
か
し
、
彦
助
の
そ
の
後
の
足
取
り
は
わ
か
ら
な
い
。

・
幕
末
に
幕
府
の
奈
良
奉
行
を
務
め
た
川
路
利
謨
の
日
記
に
、
ま
む

し
に
さ
さ
れ
て
困
っ
て
い
た
さ
い
、
「
穣
多
に
よ
く
療
す
る
も
の

あ
り
」
と
聞
き
頼
ん
だ
と
こ
ろ
、
治
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
人
が
医
者
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
医
療
に

長
け
た
人
が
い
た
こ
と
に
な
る
。

・
前
述
し
た
よ
う
に
、
滋
賀
県
の
部
落
に
は
明
治
初
年
に
多
数
の
医

者
が
い
た
。

・
現
大
阪
府
池
田
市
古
江
町
の
森
家
は
、
江
戸
時
代
か
ら
医
薬
業
に

（
皿
）

従
事
し
官
画
を
蓄
積
し
た
と
の
教
示
を
、
寺
木
伸
明
よ
り
得
た
。

以
上
が
前
稿
で
と
り
あ
げ
た
事
例
だ
が
、
そ
の
後
、
見
落
と
し

て
い
た
こ
と
も
ふ
く
め
、
次
の
事
例
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

．
『
水
平
社
の
源
流
』
編
集
委
員
会
編
『
水
平
社
の
源
流
』
（
解
放
出

版
社
、
一
九
九
二
年
）
に
よ
れ
ば
、
西
光
万
吉
ら
水
平
社
創
立

者
に
「
強
い
精
神
的
影
響
を
あ
た
え
た
人
物
」
に
巽
数
馬
が
い

る
が
、
巽
家
は
「
江
戸
時
代
か
ら
四
代
も
続
い
」
た
「
医
家
」

だ
っ
た
。
な
お
、
巽
姓
は
大
和
国
高
取
藩
の
殿
様
の
病
気
を
治

し
た
こ
と
か
ら
与
え
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
五
二
頁
）
。

・
芦
刈
政
治
「
山
下
九
兵
衛
父
子
小
伝
」
ｓ
お
お
い
た
部
落
解
放
史
』

第
七
号
、
’
九
八
八
年
）
に
よ
れ
ば
、
周
防
国
の
出
身
で
、
大

坂
を
へ
て
豊
後
国
岡
藩
領
へ
落
ち
着
い
た
九
兵
衛
は
、
製
薬
業

を
営
む
と
と
も
に
そ
の
子
弥
五
郎
に
医
術
・
鍼
術
を
学
ば
せ
、

免
許
を
得
さ
せ
た
（
免
許
は
安
政
六
年
□
八
五
九
］
で
、
医

師
名
は
謙
益
）
。
た
だ
し
謙
益
は
一
代
か
ぎ
り
の
医
者
だ
っ
た
。

・
野
間
宏
・
沖
浦
和
光
『
日
本
の
聖
と
賎
』
近
世
満
（
人
文
書
院
、

一
九
八
六
年
）
で
二
人
は
、
部
落
に
は
薬
屋
・
医
師
が
少
な
く

な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
（
二
六
頁
ほ
か
）
、
そ
の
後
沖
浦
は

「
医
薬
道
と
身
分
制
度
」
（
『
部
落
解
放
』
四
二
一
号
、
一
九
九
七
年
）

や
ぷ

で
、
瀬
戸
内
海
の
淡
路
島
や
芸
子
諸
島
の
部
落
に
「
野
巫
医
者
」

や
ふ
く
す
し

「
薮
薬
師
」
が
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
述
べ
て
い
る
（
九
一
ハ
頁
）
。

・
三
浦
圭
一
『
日
本
中
世
賎
民
史
の
研
究
』
（
部
落
問
題
研
究
所
出

版
部
、
一
九
九
○
年
）
は
、
「
延
徳
二
年
二
四
九
○
）
十
一
月
、

足
利
義
視
が
腫
物
で
重
病
に
な
っ
た
と
き
、
近
江
か
ら
卑
賎
の

薮
医
者
が
上
洛
し
て
治
療
に
当
っ
た
と
い
い
、
名
も
な
い
医
者

が
各
地
に
誕
生
し
て
い
た
。
享
保
の
頃
（
一
七
一
六
～
’
七
三
六
）
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咽
喉
に
呑
み
こ
ん
で
さ
さ
っ
た
釣
針
を
抜
い
て
少
年
を
助
け
た

・
和
泉
国
の
名
医
は
、
未
解
放
部
落
の
人
で
あ
っ
た
と
い
う
」
と

述
べ
て
い
る
（
二
八
○
頁
）
。

・
灘
本
昌
久
「
明
治
期
京
都
に
お
け
る
被
差
別
部
落
の
義
務
教
育
」

（
『
京
都
部
落
史
研
究
所
紀
要
』
第
三
号
、
一
九
八
三
年
）
に
よ

れ
ば
、
京
都
の
蓮
台
野
村
で
は
「
一
八
六
七
年
（
慶
応
三
）
一

（
マ
マ
）

一
一
月
、
村
年
寄
益
井
元
衛
門
の
息
子
で
医
者
の
益
井
茂
平
の
手

に
よ
り
『
私
塾
的
学
舎
」
が
つ
く
ら
れ
た
」
（
四
二
～
四
三
頁
）
。
『
京

都
の
部
落
史
』
第
二
巻
（
京
都
部
落
史
研
究
所
、
一
九
九
一
年
）
は
、

「
元
右
衛
門
が
公
共
事
業
に
尽
し
た
の
は
小
学
校
の
建
設
だ
け
で

は
な
か
っ
た
。
一
八
七
三
年
一
二
月
に
は
、
自
費
で
『
医
局
』

を
建
て
、
そ
の
前
年
に
京
都
府
が
設
立
し
た
療
病
院
に
た
い
し

い
つ
う
ん
と
う

て
医
者
の
派
遣
を
求
め
、
擢
雫
一
室
堂
療
病
所
と
名
づ
け
て
、
眼
科

を
は
じ
め
と
し
て
治
療
に
あ
た
っ
た
の
で
あ
る
。
先
の
茂
平
も

ま
た
医
術
を
学
び
、
こ
こ
で
眼
科
医
と
し
て
医
術
に
尽
し
た
」

と
述
べ
て
い
る
（
三
八
～
三
九
頁
）
。

．
『
改
訂
箕
面
市
史
部
落
史
』
本
文
編
（
箕
面
市
、
’
九
九
九
年
）

に
よ
れ
ば
、
天
保
一
一
年
（
一
八
三
一
）
の
「
摂
州
豊
嶋
郡
萱
野

芝
村
差
出
明
細
帳
」
に
「
医
師
一
人
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
三

七
頁
）
。

・
臼
井
寿
光
『
兵
庫
の
部
落
史
』
第
二
巻
（
神
戸
新
聞
総
合
出
版
セ

ン
タ
ー
、
一
九
八
四
年
）
に
よ
れ
ば
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）

の
西
宮
芝
村
の
壬
申
戸
籍
に
「
医
者
一
」
と
あ
る
と
い
う
（
三

七
一
頁
。
な
お
、
こ
れ
は
一
九
六
○
年
、
西
宮
市
役
所
刊
『
西

宮
市
芦
原
地
区
の
実
態
』
に
よ
る
と
い
う
）
。

前
稿
で
は
次
に
、
医
療
に
か
か
わ
っ
た
「
穣
多
」
身
分
以
外
の

被
差
別
民
の
事
例
を
と
り
あ
げ
た
。

・
加
賀
藩
で
は
「
藤
内
」
と
呼
ば
れ
た
被
差
別
民
が
、
医
者
（
「
藤

内
医
者
」
と
呼
ば
れ
た
）
や
薬
売
り
に
従
事
し
た
。
ま
た
「
助
産
」

に
も
従
事
し
た
。

や
つ
か

・
出
垂
室
八
束
郡
美
保
の
「
は
ち
や
」
と
呼
ば
れ
た
被
差
別
民
も
「
助

（
Ｍ
）
 

産
」
に
従
事
し
た
。

・
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
、
武
蔵
国
和
名
村
の
小
屋
頭
（
「
非
人
」

身
分
）
角
兵
衛
は
小
頭
甚
右
衛
門
へ
、
余
業
で
あ
る
「
医
療
之

所
業
」
に
か
ま
け
、
「
表
役
見
廻
り
方
」
を
お
ろ
そ
か
に
し
た
こ

と
を
詫
び
る
書
状
を
提
出
し
て
い
る
。

・
三
河
国
東
蔵
前
村
「
番
人
」
（
「
非
人
」
身
分
）
の
新
平
は
天
保
八

年
（
’
八
三
七
）
、
「
医
者
体
二
而
御
旦
家
ヲ
致
相
廻
療
治
候
」

こ
と
を
禁
止
さ
れ
た
。
し
か
し
、
売
薬
は
認
め
ら
れ
た
。

前
稿
で
は
次
に
、
製
薬
・
売
薬
業
に
従
事
し
た
被
差
別
民
の
事

例
を
と
り
あ
げ
た
。

・
相
模
国
大
磯
宿
に
は
、
八
郎
右
衛
門
家
と
い
う
広
く
知
ら
れ
た
裕

福
な
薬
屋
が
あ
っ
た
。

・
武
蔵
国
和
名
村
に
は
、
甚
右
衛
門
家
（
鈴
木
家
）
と
い
う
「
神
通

部落解放研究Nql53号20038
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散
」
な
る
薬
を
主
力
商
品
と
し
た
薬
屋
が
あ
っ
た
。
こ
の
薬
の

原
料
は
「
軽
粉
・
あ
ら
ひ
粉
・
紀
州
ぐ
ず
」
で
あ
り
、
そ
の
ほ

か
の
薬
も
漢
方
の
薬
草
を
基
本
に
し
た
も
の
だ
っ
た
。
顧
客
は

（
腸
）

武
蔵
国
を
中
・
心
に
広
い
範
囲
に
お
よ
ん
だ
。

お
な
か
げ

・
武
蔵
国
女
影
村
に
は
、
一
ハ
右
衛
門
家
と
い
う
「
妙
怯
散
」
な
る
薬

を
主
力
商
品
と
し
た
薬
屋
が
あ
り
、
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）

に
右
の
甚
右
衛
門
家
と
販
売
協
定
を
結
ん
で
い
る
。

・
奈
良
の
東
之
坂
町
に
は
松
屋
甚
右
衛
門
家
と
い
う
、
数
代
に
わ
た

っ
て
薬
屋
を
営
ん
だ
家
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
家
は
、
天
保

一
五
年
二
八
四
四
）
に
廃
業
し
た
。

・
長
州
藩
で
は
享
和
三
年
（
一
八
○
三
）
、
「
宮
番
」
と
呼
ば
れ
た
被

差
別
民
が
「
平
人
一
一
紛
れ
、
世
上
薬
売
歩
行
」
し
た
と
し
て
「
国

中
追
放
」
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
。

・
長
州
藩
に
は
「
と
く
じ
よ
う
（
徳
定
・
徳
常
な
ど
と
書
く
こ
と

呼
ば
れ
る
、
「
農
事
の
傍
ら
売
薬
を
業
と
す
る
人
々
」
が
い
た
。

布
引
敏
雄
は
、
こ
の
「
と
く
じ
よ
う
」
に
対
す
る
「
差
別
」
の

根
拠
は
、
「
え
た
の
業
と
類
似
す
る
」
「
売
薬
業
」
だ
と
し
て
い
る
。

売
薬
業
を
「
え
た
の
業
」
と
す
る
の
は
言
い
過
ぎ
か
と
思
わ
れ

る
が
、
「
と
く
じ
よ
う
」
が
売
薬
業
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
が
差

別
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
薬
の

も
つ
問
題
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

前
稿
で
は
製
薬
・
売
薬
業
に
関
し
て
右
の
事
例
を
と
り
あ
げ
た

が
、
そ
の
後
信
州
の
事
例
を
探
し
た
と
こ
ろ
、
以
下
の
事
例
が
み

つ
か
っ
た
。

・
中
山
英
一
『
私
を
変
え
た
源
流
」
（
日
本
同
和
新
報
社
、
一
九
九

七
年
）
に
よ
れ
ば
、
信
濃
国
伊
那
郡
立
石
村
の
「
牢
守
」
竹
之

助
（
天
明
一
一
一
年
［
一
七
八
三
］
生
ま
れ
）
の
家
は
、
製
薬
を
家

業
と
し
た
家
だ
っ
た
。
古
く
か
ら
合
薬
を
免
許
さ
れ
て
お
り
、
「
特

効
薬
は
子
ど
も
の
虫
ぐ
す
り
の
五
香
丸
、
腹
ぐ
す
り
金
命
丸
で
、

血
の
く
す
り
や
、
油
、
癌
ぐ
す
り
も
売
り
歩
い
た
。
く
す
り
袋

に
『
調
剤
本
舗
、
信
濃
国
伊
那
郡
立
石
、
立
盛
館
』
と
書
い
て

い
た
」
と
い
う
。
な
お
竹
之
助
は
、
如
柳
と
号
し
、
和
歌
・
俳

句
も
よ
く
し
、
万
歳
楽
な
ど
の
芸
能
に
も
従
事
し
た
（
二
二
～

二
七
頁
）
。

・
長
野
市
若
穂
の
中
沢
武
人
（
部
落
解
放
同
盟
北
信
地
区
協
議
会
）

に
よ
れ
ば
、
中
沢
家
で
は
「
星
名
丸
と
い
う
胃
の
薬
を
作
っ
て

売
っ
て
」
い
た
。
「
原
料
は
ろ
－
ど
根
て
い
う
。
ど
ち
ら
か
っ
て

い
う
と
山
の
北
面
に
こ
の
根
が
生
え
る
。
こ
れ
を
採
っ
て
き
て
、

お
ろ
し
て
で
ん
ぷ
ん
状
に
し
て
、
山
芋
で
固
め
る
。
そ
う
し
て

江
戸
時
代
か
ら
ず
っ
と
商
っ
て
き
た
」
「
こ
の
胃
薬
が
一
番
の
売

れ
筋
で
、
松
代
の
城
下
に
持
っ
て
い
く
と
、
ひ
き
も
き
ら
ず
だ

っ
た
そ
う
だ
」
と
い
う
（
「
北
信
濃
の
ム
ラ
の
い
い
つ
た
え
と
し

ご
と
」
『
明
日
を
拓
く
」
第
八
号
、
一
九
九
五
年
、
四
八
頁
）
。

み
の
ち
む
れ

・
信
濃
国
水
内
郡
牟
礼
村
の
部
落
の
人
々
は
、
安
政
三
年
（
一
八
五
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六
）
四
月
、
村
か
ら
か
け
ら
れ
た
不
当
な
規
制
に
対
し
て
、
長

．
・
文
の
反
論
書
を
提
出
す
る
が
（
尾
崎
行
也
『
信
州
被
差
別
部
落

の
史
的
研
究
』
柏
書
房
、
一
九
八
二
年
、
一
六
六
頁
）
、
そ
の
一

節
に
「
薬
看
板
辿
も
御
百
姓
方
之
医
業
ト
は
相
違
仕
、
身
分
柄

（
マ
マ
｝

之
者
共
義
ハ
、
牛
馬
之
骨
肉
二
而
制
之
上
候
薬
一
一
而
、
外
之
薬

種
之
類
二
不
非
」
と
あ
る
。
看
板
の
撤
去
を
も
と
め
ら
れ
た
こ

と
に
対
す
る
反
論
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
看
板
を
掲
げ
た
薬
屋
が

い
た
こ
と
、
そ
の
薬
は
牛
馬
の
骨
肉
か
ら
製
造
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

・
深
井
計
美
（
信
州
農
村
開
発
史
研
究
所
）
か
ら
、
丸
子
町
の
被
差

別
部
落
に
薬
屋
を
し
て
い
た
家
が
あ
り
、
製
薬
の
道
具
も
伝
え

ら
れ
て
い
る
と
の
教
示
を
得
た
。

・
前
述
し
た
よ
う
に
、
柴
田
道
子
『
被
差
別
部
落
の
伝
承
と
生
活
』

に
一
、
二
の
薬
屋
の
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
信
州
以
外
の
事
例
で
は
、
辻
本
正
教
「
御
根
太
草
履
と

呪
的
世
界
」
（
上
）
念
部
落
解
放
史
ふ
く
お
か
』
第
七
七
号
、
一

九
九
五
年
）
に
、
「
奈
良
県
に
は
近
代
に
至
る
ま
で
癩
病
の
薬
を

部
落
が
売
っ
て
い
た
と
い
う
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
（
二
五
頁
）
。
し
か
し
、
具
体
的
な
こ
と
は
述
べ
ら
れ

て
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
前
稿
以
後
、
見
落
と
し
て
い
た
事
例
も
ふ
く

め
、
さ
ら
に
多
く
の
事
例
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
か
ら
、
近
世
の
被
差
別
民
に
は
医
薬

業
に
従
事
す
る
者
が
多
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
近
江
国
に

関
し
て
は
い
え
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
ほ
か
で

は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ほ
か
で
も
そ
の
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
す
る
と
次
に
、
な
ぜ
多
か
っ
た
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ

に
関
し
て
は
、
一
つ
は
、
前
近
代
に
お
い
て
は
医
者
・
薬
屋
が
多

分
に
卑
賎
視
さ
れ
た
存
在
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
二
つ
は
、
死
牛
馬
の
処
理
と
の
関
連
で
あ
る
。
本
稿
で
は
十

分
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
点
で
は
「
馬
医
者
」
の
存
在
が

示
唆
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
死
牛
馬
の
処
理
と
の
関
連
は
「
穣
多
」

身
分
に
は
妥
当
し
て
も
、
「
藤
内
」
身
分
に
は
妥
当
し
な
い
。
そ

う
す
る
と
、
そ
れ
ら
を
包
括
す
る
説
明
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
を

い
ま
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
「
は
ち
や
」
身
分
の
「
助
産
」
唖
０
 

繊
細
鋤
ｌ
羅
鰄
地
肛
畑
。
小
銃
齢
砿
羅
燗
》
１
 

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
（
し
た
が
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
一
般
の
医
者
血

が
診
て
く
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
部
落
に
医
者
が
多
く
生
ま
れ
た
と
す
る
砿

平
井
の
説
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
ま
た
、
外
か
ら
や
っ
て
き
て
部
落
に
”

住
み
着
い
た
医
者
も
そ
れ
ほ
ど
多
か
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
）
。

落部

三
な
ぜ
医
薬
業
か
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ま
だ
ま
だ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る

が
、
紙
数
が
な
い
の
で
、
｜
つ
だ
け
述
べ
て
お
き
た
い
。

そ
れ
は
、
医
薬
業
に
従
事
し
た
被
差
別
民
の
事
例
を
も
っ
と
集

め
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
の
知
ら
な
い
事
例
は
全
国
に
ま

だ
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
個
人
で
集
め

る
こ
と
は
至
難
だ
。
ぜ
ひ
、
部
落
解
放
・
人
権
研
究
所
が
中
心
に

な
っ
て
、
こ
れ
に
取
り
組
ん
で
も
ら
い
た
い
と
思
う
。

そ
の
さ
い
、
近
世
に
か
ぎ
ら
ず
、
近
世
以
前
に
つ
い
て
も
、
近

現
代
に
つ
い
て
も
調
査
し
て
ほ
し
い
。
そ
う
す
れ
ば
被
差
別
民
が
、

牛
馬
の
内
臓
な
ど
に
よ
る
薬
に
重
き
を
お
く
こ
と
は
妥
当
で
は
な

（
Ⅳ
）
 

い
と
田
心
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
新
た
な
偏
見
に
途
を
開
く
こ
と

に
も
な
り
か
ね
な
い
と
危
倶
さ
れ
る
。

医
薬
業
に
従
事
す
る
被
差
別
民
が
多
か
っ
た
こ
と
は
、
被
差
別

民
の
あ
り
よ
う
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
、
被
差
別
民
が
死
牛
馬
の
処
理
や
、
処

刑
・
死
体
の
処
理
な
ど
に
か
か
わ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で

〈
胴
）

は
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人
体
に
関
す
る
知
識
を
深
め
た
り
、
薬

を
得
る
こ
と
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
薬
に
関
し
て
い

え
ば
、
漢
方
の
薬
草
を
基
本
に
し
た
薬
屋
も
あ
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、

お
わ
り
に

丁註
、.＝

医
薬
の
分
野
で
大
き
な
貢
献
を
し
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る

は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
差
別
問
題
を
解
く
重

要
な
鍵
が
こ
の
問
題
に
は
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
思
う
か
ら
で
あ

〆戸へ

２ 
、－〆

る
。

初
出
は
『
日
本
歴
史
』
二
五
五
号
、
一
九
六
九
年
。
の
ち
石
井

良
助
編
『
近
世
関
東
の
被
差
別
部
落
雲
明
石
書
店
、
’
九
七
八
年
）
、

荒
井
貢
次
郎
・
藤
野
豊
編
『
近
世
神
奈
川
の
被
差
別
部
落
』
（
明

石
書
店
、
一
九
八
五
年
）
に
収
録
。

菊
池
山
哉
『
日
本
の
特
殊
部
落
」
（
東
京
史
談
会
、
’
九
六
一
年
）

四
一
二
頁
。
な
お
、
こ
こ
で
菊
池
は
、
八
郎
右
衛
門
家
の
家
伝
薬

を
「
通
閑
散
と
赦
雲
丹
」
と
し
て
い
る
が
、
小
丸
は
「
通
閉
散
」
「
減

雲
丹
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
小
丸
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
と

い
う
の
は
、
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
第
二
巻
（
雄
山
闇
、
一

九
七
○
年
）
に
「
此
内
八
郎
右
衛
門
と
云
者
、
通
閉
散
、
又
蔵
雲

丹
と
云
妙
薬
を
出
す
、
江
戸
よ
り
多
く
乞
求
ろ
人
あ
り
と
云
」
と

あ
る
か
ら
で
あ
る
（
三
一
八
頁
）
。
な
お
「
通
閉
散
」
は
「
月
経

の
通
じ
薬
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
「
通
閉
散
」

と
い
う
名
前
の
ほ
う
が
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
。
も
う
一
つ
指
摘
し

て
お
け
ば
、
小
丸
は
薬
屋
と
し
て
の
八
郎
右
衛
門
家
の
存
在
を
「
極

め
て
特
殊
な
事
例
」
と
し
て
い
る
が
、
菊
池
は
八
郎
右
衛
門
家
も
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ふ
く
め
て
「
部
落
に
は
よ
く
妙
薬
を
伝
え
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
」

、
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
菊
池
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
３
）
菊
池
山
哉
『
長
吏
と
特
殊
部
落
上
編
』
会
多
麻
史
談
』
第
一

四
巻
第
三
・
四
号
、
’
九
四
七
年
）
五
四
一
頁
。
な
お
、
『
日
本

の
特
殊
部
落
』
『
長
吏
と
特
殊
部
落
上
編
』
の
閲
覧
に
は
、
藤

沢
靖
介
を
わ
ず
ら
わ
せ
た
。
記
し
て
感
謝
す
る
。

（
４
）
菊
池
山
哉
『
別
所
と
特
殊
部
落
の
研
究
』
（
東
京
史
談
会
、
一
九

六
六
年
）
。

（
５
）
稲
田
陽
一
『
被
差
別
部
落
と
天
皇
制
」
（
三
一
書
房
、
’
九
七
七

年
）
一
六
九
～
一
七
三
頁
。

（
６
）
こ
こ
で
の
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
一
四
巻
（
三
一
書
房
、

’
九
七
一
年
）
か
ら
の
引
用
は
、
原
文
ど
お
り
で
は
な
い
（
と
く

に
山
田
亀
月
に
関
し
て
）
。
ま
た
、
補
註
の
掲
載
頁
は
七
一
三
頁

で
あ
る
。

（
７
）
こ
の
点
に
関
し
て
沖
浦
和
光
「
医
薬
道
と
身
分
制
度
」
（
『
部
落

解
放
』
四
二
一
号
、
一
九
九
七
年
）
は
、
「
古
代
・
中
世
で
は
、

医
薬
の
道
に
従
事
す
る
者
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
低
い
身
分
の

者
が
多
く
、
職
能
と
し
て
は
む
し
ろ
卑
賎
視
き
れ
て
い
た
」
と
し
、

「
古
代
中
国
の
令
制
で
は
、
医
は
『
賎
』
と
さ
れ
て
い
た
。
イ
ン

ド
で
も
被
差
別
民
で
あ
る
ア
ウ
ト
・
カ
ー
ス
ト
の
仕
事
と
さ
れ
て

い
た
」
。
こ
れ
は
「
西
洋
に
お
い
て
も
原
理
的
に
は
同
じ
」
で
、
「
古

代
ロ
ー
マ
に
お
い
て
は
、
医
療
に
従
事
し
た
の
は
奴
隷
で
あ
っ
た
。

中
世
の
外
科
医
の
起
源
は
理
髪
師
で
あ
っ
て
、
床
屋
外
科
医
の
伝

統
は
近
代
初
期
ま
で
続
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
九
八
～
九
九
頁
）
。

私
の
狭
い
知
見
を
書
き
加
え
て
お
く
と
、
Ｊ
・
Ａ
・
デ
ュ
ポ
ア
、

Ｈ
・
Ｋ
・
ビ
ー
チ
ャ
ム
編
（
重
松
伸
司
訳
注
）
『
カ
ー
ス
ト
の
民
』

（
平
凡
社
・
東
洋
文
庫
、
一
九
八
八
年
）
に
は
「
床
屋
は
ま
た
、

田
舎
医
者
で
も
あ
る
。
求
め
ら
れ
れ
ば
ど
ん
な
手
術
で
も
行
う
が
、

そ
の
場
合
、
切
断
に
は
唯
一
の
手
術
道
具
と
し
て
カ
ミ
ソ
リ
を
使

う
。
ま
た
、
ハ
レ
モ
ノ
な
ど
を
切
開
す
る
必
要
が
あ
れ
ば
、
爪
切

り
用
の
一
種
の
小
刀
を
用
い
る
。
彼
ら
は
さ
ら
に
、
唯
一
信
用
の

く
ず
し

お
け
る
薬
師
で
も
あ
る
」
と
あ
る
（
八
四
頁
）
。
阿
部
謹
也
『
刑

吏
の
社
会
史
」
（
中
公
新
書
、
’
九
七
八
年
）
に
よ
れ
ば
、
「
戦
後

に
注
目
す
べ
き
賎
民
研
究
を
発
表
し
た
Ｗ
・
ダ
ン
ケ
ル
ト
の
分

類
」
で
は
、
「
山
師
と
抜
歯
術
師
」
「
浴
場
主
と
理
髪
師
」
「
薬
草

売
り
」
も
「
賎
民
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
と
い
う
（
一
四
頁
）
。

ま
た
、
「
一
四
・
五
世
紀
に
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
賎
民
と
し
て
の

刑
吏
の
姿
が
確
認
さ
れ
て
」
お
り
、
「
す
で
に
こ
の
頃
に
は
皮
剥

ぎ
と
刑
吏
が
合
体
し
、
皮
剥
ぎ
を
営
む
刑
吏
が
続
出
し
て
い
た
」

（
一
二
八
頁
）
が
、
こ
れ
ら
の
刑
吏
は
一
方
で
、
「
人
間
と
動
物
の

怪
我
や
病
気
を
治
す
医
者
と
し
て
の
評
判
が
高
か
っ
た
」
と
い
う

（
一
三
○
頁
）
。
そ
の
理
由
を
阿
部
は
、
「
刑
吏
は
拷
問
や
処
刑
を

仕
事
と
し
て
い
た
か
ら
人
体
の
骨
格
そ
の
他
に
つ
い
て
の
知
識
が

豊
か
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
骨
折
の
治
療
な
ど
も
し
ば
し
ば
行
な
っ

部落解放研究 N0153号20038
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て
い
た
・
実
際
、
拷
問
さ
れ
た
受
刑
者
を
治
療
す
る
者
は
刑
吏
以

外
に
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
中
世
に
お
い
て
人
体
解
剖
は
禁

じ
ら
れ
て
い
た
し
宗
教
的
制
約
が
大
き
か
っ
た
が
、
拷
問
や
処
刑

を
実
施
し
た
刑
吏
は
自
ら
生
体
解
剖
を
行
な
い
医
学
の
最
先
端
に

立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
解
剖
学
の
書
物
こ
そ
書
か
な
か

っ
た
が
人
体
の
構
造
を
だ
れ
よ
り
も
早
く
調
べ
、
知
っ
て
い
た
に

違
い
な
い
の
で
あ
る
。
中
世
末
か
ら
近
世
に
か
け
て
刑
吏
の
仕
事

は
拷
問
の
と
き
受
刑
者
が
弱
る
と
治
療
し
て
回
復
さ
せ
、
そ
の
の

ち
再
び
拷
問
す
る
と
い
う
く
り
返
し
で
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
今
日

の
医
学
実
験
用
動
物
が
メ
ス
を
入
れ
ら
れ
る
の
と
同
じ
で
あ
っ

た
。
こ
れ
ら
の
拷
問
を
く
り
返
す
な
か
で
刑
吏
は
人
間
の
身
体
と

生
命
の
限
界
や
怪
我
の
治
療
の
実
際
を
身
に
つ
け
て
い
っ
た
の
で

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
一
三
二
頁
）
。

（
８
）
『
滋
賀
の
部
落
」
第
一
巻
は
、
平
井
が
滋
賀
県
部
落
史
研
究
会
編

『
滋
賀
の
部
落
』
の
第
三
輯
・
第
四
輯
・
第
七
輯
・
第
二
輯
・

第
一
四
輯
二
九
七
○
～
一
九
七
四
年
）
に
「
部
落
巡
礼
」
と
題

し
て
発
表
し
た
も
の
を
一
書
に
ま
と
め
た
も
の
。
な
お
『
同
書
』

第
一
○
輯
に
は
「
や
さ
し
い
部
落
の
歴
史
」
と
ほ
ぼ
同
文
の
「
や

さ
し
い
近
江
国
の
部
落
の
歴
史
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
二
九
七

二
年
）
。
ち
な
み
に
、
『
滋
賀
の
部
落
』
全
一
五
輯
の
復
刻
版
（
上

下
冊
）
が
一
九
九
八
年
に
滋
賀
県
同
和
問
題
研
究
所
よ
り
刊
行
さ

れ
て
い
る
。

（
９
）
私
は
前
稿
を
も
と
に
、
東
日
本
部
落
解
放
研
究
所
歴
史
部
会
で

一
九
九
四
年
一
○
月
一
日
に
報
告
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
報
告
の

要
旨
・
当
日
の
議
論
が
藤
沢
靖
介
「
近
世
の
被
差
別
民
と
医
薬
業

を
め
ぐ
っ
て
」
急
明
日
を
拓
く
」
第
七
号
、
東
日
本
部
落
解
放
研

究
所
、
一
九
九
四
年
）
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
半
に
は
平

井
の
研
究
成
果
が
参
考
資
料
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
本

稿
は
、
そ
の
と
き
の
部
会
参
加
者
の
教
示
も
参
考
に
し
て
い
る
。

記
し
て
感
謝
す
る
。

（
、
）
先
に
み
た
糠
田
井
村
の
項
に
「
秘
蔵
の
牛
の
ご
う
い
ん
」
と
あ
り
、

ご
お
う

こ
｝
」
に
は
「
業
因
」
と
あ
る
が
、
「
牛
黄
」
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

（
ｕ
）
本
論
に
は
影
響
し
な
い
が
、
こ
の
事
例
に
は
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
二
、
三
あ
る
の
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
｜
つ
は
、

「
犠
多
」
の
身
分
引
き
上
げ
に
「
最
寄
り
罠
あ
る
い
は
「
向
寄
り
こ

の
「
非
人
頭
」
が
反
対
し
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ

「
非
人
頭
」
が
反
対
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
が
わ
か
ら
な
い
。

二
つ
は
、
「
犠
多
」
の
身
分
引
き
上
げ
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
た
弾

左
衛
門
が
提
出
し
た
「
回
答
」
（
と
さ
れ
て
い
る
も
の
）
が
、
も

っ
ぱ
ら
「
非
人
」
の
身
分
引
き
上
げ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
で
は
回
答
に
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
「
回
答
」
は
、
こ
の
と
き
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
以
前
に

弾
左
衛
門
か
ら
提
出
さ
れ
た
も
の
を
援
用
し
た
も
の
で
は
な
い

か
。
ち
な
み
に
、
前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
文
政
七
年
二
八
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二
四
）
に
幕
府
へ
「
非
人
」
を
「
百
姓
」
に
取
り
立
て
て
も
よ
い

か
と
い
う
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
さ
い
に
も
、
こ
の
「
回
答
」
が

使
わ
れ
て
い
る
。
三
つ
は
、
こ
の
事
例
を
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）

の
こ
と
と
す
る
も
の
と
、
明
和
二
年
（
’
七
六
五
）
の
こ
と
と
す

る
も
の
が
あ
る
が
、
後
者
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

（
皿
）
前
稿
で
は
こ
の
事
例
の
出
典
を
、
谷
川
健
一
ほ
か
編
『
日
本
庶

民
生
活
史
料
集
成
』
第
二
五
巻
（
’
’
’
一
書
房
、
一
九
八
○
年
）
四

四
四
～
四
四
五
頁
と
し
た
が
、
こ
の
頁
は
原
田
伴
彦
編
集
代
表
『
編

年
差
別
史
資
料
集
成
』
第
一
八
巻
（
三
一
書
房
、
’
九
九
一
年
）

の
該
当
頁
で
、
前
者
の
該
当
頁
は
三
七
五
頁
で
あ
る
。
お
詫
び
し

て
訂
正
す
る
。
な
お
、
周
斎
に
つ
い
て
は
布
引
敏
雄
「
長
州
藩
部

落
解
放
史
研
究
』
（
三
一
書
房
、
一
九
八
○
年
）
が
す
で
に
指
摘

し
て
い
た
（
一
六
七
頁
）
。
そ
こ
で
布
引
は
、
「
文
久
三
年
（
一
八

六
三
）
に
徳
山
藩
で
え
た
医
者
に
治
療
を
受
け
る
『
平
人
』
が
い

た
こ
と
」
も
指
摘
し
て
い
る
。
二
○
五
頁
で
も
こ
の
こ
と
に
言
及

し
ら
ま
さ

し
て
い
る
。
ま
た
、
広
島
県
在
住
の
白
砂
一
彦
か
ら
、
「
稜
多
医

河
野
助
左
衛
門
」
は
広
島
藩
の
四
人
の
「
か
わ
た
頭
」
の
一
人
で

あ
る
河
野
団
左
衛
門
と
同
姓
な
の
で
、
な
に
か
関
係
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
の
教
示
を
得
た
。
な
お
白
砂
か
ら
は
、
松
江
藩
領
に

も
「
漢
方
医
」
や
「
獣
医
」
「
製
薬
」
を
営
ん
だ
「
械
多
」
身
分

の
家
が
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
『
や
が

て
来
る
日
の
た
め
に
』
第
三
号
（
人
権
を
考
え
る
市
民
会
議
、
一

九
九
四
年
）
を
送
っ
て
も
ら
っ
た
。

（
田
）
こ
の
と
き
は
話
を
き
い
た
だ
け
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
寺
木
か
ら
『
池

田
市
古
江
町
郷
土
史
資
料
森
家
文
書
罠
池
田
市
教
育
委
員
会
、

’
九
七
四
年
）
の
関
連
箇
所
の
コ
ピ
ー
を
送
っ
て
も
ら
っ
た
。
そ

れ
に
よ
る
と
「
明
治
十
八
年
一
月
の
森
万
次
郎
身
分
届
書
に
は
、

は
じ
め
て
先
祖
で
医
を
業
と
し
た
の
は
『
享
保
八
｛
一
七
二
三
）

（
バ
カ
）

癸
卯
年
八
月
廿
一
一
一
日
死
去
治
郎
右
衛
門
』
と
あ
る
」
由
で
あ
る
（
一
一
一

頁
）
。
こ
の
辺
の
こ
と
は
定
か
で
は
な
い
よ
う
だ
が
、
明
治
期
に

大
病
院
を
経
営
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
こ
の
家
か
ら

（
鰭
）

は
「
大
阪
府
会
議
員
を
数
回
勤
め
つ
い
に
代
議
士
と
な
っ
た
」
森

秀
次
（
大
正
一
五
年
九
月
九
日
、
七
二
歳
で
死
去
）
が
出
て
い
る

（
七
頁
）
。

（
ｕ
）
「
助
産
」
に
関
し
て
い
う
と
、
近
代
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
群
馬

県
粕
川
村
の
部
落
の
人
も
「
助
産
」
に
従
事
し
た
。
こ
の
人
は
「
と

り
あ
げ
じ
じ
い
」
と
呼
ば
れ
、
「
部
落
の
み
な
ら
ず
周
辺
の
農
民
の
」

（
僻
）

出
産
に
際
し
て
も
、
産
婆
役
を
努
め
た
名
人
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。

こ
れ
は
話
者
の
父
親
の
こ
と
だ
が
、
話
者
に
よ
れ
ば
こ
の
家
は
、

「
祖
父
の
代
ま
で
馬
医
者
を
や
り
、
漢
方
薬
を
商
っ
て
い
た
」
と

も
い
う
二
込
皆
戸
の
歴
史
と
生
活
』
東
日
本
部
落
解
放
研
究
所
、

一
九
九
四
年
、
九
一
～
九
二
頁
）
。

ち
な
み
に
こ
の
事
例
も
ふ
く
め
て
、
か
つ
て
各
地
に
「
男
性
産

婆
」
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
板
橋
春
夫
が
「
ト
リ
ア
ゲ
ジ
サ
の
伝

部落解放研究Ｎ､153号20038
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承
」
（
『
日
本
民
俗
学
』
第
一
一
一
一
一
一
一
号
、
一
一
○
○
二
年
）
、
「
赤
子
を

取
り
上
げ
た
男
た
ち
」
（
『
群
馬
歴
史
民
俗
』
第
二
四
号
、
二
○
○

三
年
）
な
ど
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
こ
と
か
ら
、
か

え
な
お
さ
め

っ
て
横
井
清
が
指
摘
し
た
、
中
世
の
「
河
原
者
」
が
「
胞
衣
納
」

に
か
か
わ
っ
た
こ
と
も
想
起
さ
れ
る
（
横
井
『
的
と
胞
衣
』
平
凡

社
、
一
九
八
八
年
、
四
二
～
四
八
頁
）
。

（
胆
）
前
稿
で
は
不
明
だ
っ
た
甚
右
衛
門
家
の
薬
「
な
い
ら
薬
」
が
、

馬
の
風
邪
薬
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
指
摘
し
て
お
く
。
今

村
充
夫
『
日
本
の
民
間
医
療
』
（
弘
文
堂
、
一
九
八
三
年
）
一
八

五
頁
。

（
旧
）
明
和
八
年
（
一
七
七
二
に
江
戸
小
塚
原
で
お
こ
な
わ
れ
た
「
腋

分
け
」
に
お
い
て
、
「
え
た
の
虎
松
」
の
祖
父
が
人
間
の
内
臓
に

関
し
て
相
当
の
知
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
関
し
て
虎
松
の
祖
父
は
「
お
の
れ
若
き
よ
り
数
人
を
手
に

か
け
解
き
分
け
し
に
」
云
々
と
、
そ
れ
ま
で
に
数
人
の
腋
分
け
を

お
こ
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（
杉
田
玄
白
『
蘭
学
事
始
』
岩

波
文
庫
、
’
九
八
二
年
、
三
五
頁
）
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
内

臓
に
関
す
る
知
識
を
得
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
日
本
で
最

初
に
人
体
解
剖
を
お
こ
な
っ
た
の
は
京
都
の
山
脇
東
洋
で
、
宝
暦

四
年
（
一
七
五
四
）
の
こ
と
だ
っ
た
（
た
だ
し
、
こ
の
場
合
も
実

際
に
解
剖
を
お
こ
な
っ
た
の
は
、
「
屠
者
」
だ
っ
た
。
こ
れ
は
山

脇
東
洋
が
そ
の
箸
「
蔵
志
」
に
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
岡
本

喬
『
解
剖
事
始
め
」
同
成
社
、
’
九
八
八
年
、
三
頁
）
。
わ
ず
か

一
七
年
前
の
京
都
で
の
こ
と
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
知
識
が
江
戸
の

虎
松
の
祖
父
の
と
こ
ろ
へ
伝
わ
っ
て
い
た
と
も
考
え
に
く
い
。
そ

う
す
る
と
、
虎
松
の
祖
父
は
内
臓
に
関
す
る
知
識
を
ど
こ
で
得
た

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
が
疑
問
だ
っ
た
が
、
長
崎
県
部
落
史
研
究

所
の
阿
南
重
幸
か
ら
、
中
村
久
子
「
諌
早
領
の
被
差
別
民
」
ｓ
な

が
さ
き
部
落
解
放
研
究
」
第
二
三
号
、
一
九
九
一
年
）
に
書
か
れ

て
い
る
死
体
の
「
塩
漬
け
」
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

の
教
示
を
得
た
。
そ
こ
で
同
論
文
を
見
る
と
「
処
刑
の
終
わ
っ
た

首
や
胴
を
遠
方
ま
で
運
ん
だ
り
、
そ
の
ま
ま
保
存
す
る
必
要
の
あ

る
時
は
、
塩
漬
け
に
す
る
が
、
こ
の
作
業
に
あ
た
っ
た
の
も
え
た

で
あ
る
。
塩
漬
け
は
刑
死
体
に
か
ぎ
ら
ず
、
刑
の
執
行
前
や
未
決

の
段
階
で
獄
死
し
た
収
監
者
、
犯
罪
が
ら
み
の
死
体
な
ど
、
お
よ

そ
保
存
が
必
要
と
認
め
ら
れ
た
も
の
に
対
し
て
ほ
ど
こ
さ
れ
た
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
た
（
五
二
頁
）
。
こ
う
し
た
作
業
に
あ
た
っ
た

こ
と
か
ら
も
人
間
の
内
臓
に
関
す
る
知
識
を
得
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
蕊
牛
馬
の
解
体
か
ら
得
た
知
識
も

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
。
な
お
、
蛇
足
な
が
ら
、
右
の
『
蘭
学
事

始
』
の
脈
分
け
の
場
面
を
小
説
に
使
っ
た
も
の
に
吉
村
昭
『
日
本

医
家
伝
」
（
講
談
社
文
庫
）
、
更
へ
の
鷹
』
（
新
潮
文
庫
）
が
あ
る
が
、

そ
の
翻
案
の
仕
方
に
は
疑
問
を
感
じ
て
い
る
こ
と
を
表
明
し
て
お

き
た
い
。
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付
記
引
用
文
の
送
り
が
な
は
、
引
用
文
の
ま
ま
と
し
た
。
傍
注
は
斎
藤
が

つ
け
た
。

（
Ⅳ
）
前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
鈴
木
則
子
は
甚
右
衛
門
家
の
薬
が

動
物
の
臓
器
を
使
っ
て
い
な
い
こ
と
を
も
と
に
し
て
、
小
丸
俊
雄

が
八
郎
右
衛
門
家
の
薬
は
動
物
の
臓
器
で
作
っ
た
も
の
で
は
な
い

か
と
推
測
し
た
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

（
１
）
目
的
若
手
・
中
堅
研
究
者
の
部
落
史
研
究
の
奨
励

（
２
）
応
募
規
定

☆
分
野
部
落
史
（
周
縁
も
含
む
）

☆
応
募
方
法
当
研
究
所
所
定
の
用
紙
に
以
下
の
事
項
を
記
入
し
て
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

略
歴
／
研
究
業
績
目
録
／
研
究
テ
ー
マ
（
研
究
計
画
、
研
究
概
要
）
／
推
薦

者
（
１
名
）
の
推
醗
文
〈
捺
印
必
要
）
／
主
要
な
業
績
の
現
物
（
冊
子
ま
た

は
講
文
）
５
点
以
内
（
各
１
部
ず
つ
〉

☆
応
募
条
件
奨
励
金
を
受
給
後
、
２
０
０
５
年
３
月
ま
で
に
研
究
論
文
を
提
出

す
る
。
研
究
諭
文
に
つ
い
て
は
「
部
落
解
放
研
究
」
に
掲
戦
、
も
し
く
は
他

の
歴
史
凹
係
灘
輔
に
禍
戟
の
際
に
は
、
原
田
作
膠
・
部
落
史
研
究
奨
励
金
を

受
け
た
こ
と
を
論
文
の
文
末
に
明
記
す
る
こ
と
。

☆
締
め
切
り
２
０
０
３
年
ｎ
月
、
Ⅱ

（
３
）
研
究
奨
励
金
最
高
額
咀
万
円
〈
若
干
名
）

（
４
）
選
考
結
果
の
通
知
２
０
０
４
年
２
月

★
応
募
先
お
よ
び
問
い
合
わ
せ
〈
社
）
部
落
解
放
・
人
権
研
究
所
総
務
部
（
松
本
）

〒
５
５
６
１
０
０
２
８
大
阪
市
浪
速
区
久
保
書
１
１
６
－
肥
大
阪
人
愉
セ
ン
タ
ー
内

弓
向
Ｆ
０
６
－
６
５
６
８
ｌ
０
９
０
５
（
直
皿
）
／
『
シ
×
０
６
－
６
５
６
８
１
０
７
１
４

両
・
ョ
昌
一
日
罠
⑫
亘
日
。
［
。
⑤
ワ
ー
ロ
『
『
一
ｂ
員

第
四
回
原
田
伴
彦
部
落
史
研
究
奨
励
金
応
募
要
項
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