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去
る
七
月
二
十
七
日
か
ら
京
都
国
立
博
物
館
で
、『
古
事
記
』

千
三
百
年
と
平
成
二
十
五
年
五
月
の
出
雲
大
社
の
大
遷
宮
を
記
念

す
る
「
大
出
雲
展
」
が
開
催
さ
れ
、
あ
わ
せ
て
関
連
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
「
ヤ
マ
ト
王
権
と
出
雲
」
が
国
立
京
都
国
際
会
館
で
実
施
さ

れ
た
。

そ
の
基
調
講
演
「
出
雲
古
代
史
の
魅
力
」
は
私
が
担
当
し
た
。

学
界
で
は
や
や
も
す
れ
ば
ヤ
マ
ト
王
権
の
側
か
ら
の
古
代
出
雲
論

が
主
流
を
占
め
て
き
た
が
、
宮
都
の
あ
っ
た
ヤ
マ
ト
、
す
な
わ
ち

い
わ
ゆ
る
「
中
央
」
か
ら
出
雲
を
論
究
す
る
「
中
央
史
観
」
だ
け

で
は
、
古
代
出
雲
の
実
像
を
み
き
わ
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

出
雲
国
は
山
陰
道
七
カ
国
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
（
和
銅
六
年
の

四
月
三
日
か
ら
は
丹
波
の
北
部
五
郡
が
丹
後
に
分
置
さ
れ
て
か
ら

は
八
カ
国
と
な
る
）。
明
治
二
十
八
年
の
こ
ろ
か
ら
山
陽
道
が「
表

日
本
」
で
、山
陰
道
は
「
裏
日
本
」
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

明
治
三
十
三
年
の
こ
ろ
か
ら
は
、
明
確
に
「
裏
日
本
」
は
後
進
地

域
と
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
「
裏
日
本
」
観
で
、
古
代
出
雲
を
論
ず
る
こ
と
が
、

い
か
に
誤
っ
て
い
る
か
は
、
昭
和
五
十
七
年
の
七
月
、
出
雲
市
斐

川
町
の
神
庭
荒
神
谷
遺
跡
か
ら
、
弥
生
時
代
の
銅
剣
全
国
総
数
約

三
百
本
を
上
廻
る
銅
剣
三
五
八
本
が
出
土
し
、平
成
八
年
の
十
月
、

雲
南
市
加
茂
町
の
岩
倉
遺
跡
で
、
全
国
最
多
の
銅
鐸
三
十
九
個
が

み
つ
か
っ
た
の
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

近
畿
を
中
心
と
す
る
銅
鐸
文
化
圏
と
北
九
州
を
中
心
と
す
る
銅

剣
・
銅
鉾
文
化
圏
を
提
唱
さ
れ
た
の
は
、
哲
学
者
の
和
辻
哲
郎
先

生
で
あ
っ
た
（『
日
本
古
代
文
化
』
の
大
正
十
四
年
の
改
訂
稿
版
）。

こ
の
説
は
考
古
学
界
で
も
支
持
さ
れ
て
き
た
が
、
私
は
こ
の
説
に

疑
問
を
い
だ
い
て
き
た
。
そ
し
て
昭
和
四
十
九
年
の
『
出
雲
』（
毎

◆
歴
史
随
想
―
67

北
ツ
海
文
化
圏
と
出
雲
（
上
）

研
究
セ
ン
タ
ー
理
事
長

京
都
大
学
名
誉
教
授

上
田　

正
昭
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日
新
聞
社
）
の
「
解
説
」
で
は
「
銅
鐸
の
文
化
と
銅
剣
・
銅
鉾
・

銅
戈
の
文
化
と
が
、
島
根
県
内
に
地
域
的
特
色

4

4

4

4

4

を
示
し
な
が
ら
交

錯
し
て
い
る
こ
と
」
に
注
目
し
た
。

出
雲
大
社
境
内
地
遺
跡
の
発
掘
調
査
で
、
平
成
十
二
年
の
四
月

に
は
大
社
造
（
九
本
柱
）
の
南
中
央
の
宇う

ず
ば
し
ら

豆
柱
の
巨
柱
が
姿
を
表

わ
し
（
直
径
二
・
七
メ
ー
ト
ル
）、
九
月
に
は
南
東
側
柱
の
巨
柱
と

岩
根
の
御
柱
（
心
の
御
柱
・
直
径
約
三
メ
ー
ト
ル
）
が
確
認
さ
れ

た
。
現
在
の
本
殿
で
も
高
さ
は
八
丈
（
二
十
四
メ
ー
ト
ル
）
だ
が
、

か
つ
て
は
十
六
丈
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
多
く
の
建
築

家
は
疑
問
視
し
た
が
、
昭
和
四
十
年
に
著
わ
し
た
『
出
雲
の
神

話
』（
淡
交
社
）
の
な
か
で
「
十
六
丈
の
高
さ
を
有
す
る
も
の
が
、

こ
の
宮
地
に
造
營
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
な
事
実
で
あ
ろ

う
」
と
述
べ
た
。
巨
柱
の
年
輪
年
代
測
定
で
は
一
二
二
七
年
の

数
年
後
の
伐
採
で
あ
る
こ
と
が
た
し
か
と
な
っ
た
。
鎌
倉
時
代

の
前
期
に
お
い
て
も
十
六
丈
の
高
さ
で
あ
っ
た
可
能
性
が
濃
厚

に
な
っ
た
。

天
禄
元
年
（
九
七
〇
）
に
源

み
な
も
と
の
た
め
の
り

為
憲
が
書
い
た
『
口く
ち
ず
さ
み遊
』
に
、

「
雲う

ん
た太
（
出
雲
大
社
神
殿
）・
和わ

に二
（
東
大
寺
大
仏
殿
）・
京き
ょ
う
さ
ん三（
平

安
宮
大
極
殿
）
と
し
、
康
治
二
年
（
一
一
四
三
）
や
久
安
四
年

（
一
一
四
八
）
の
宣せ
ん
じ旨
が
「
天
下
無
双
の
大た
い
か廈
」
と
記
し
て
い
た

の
も
、
け
っ
し
て
誇
張
で
は
な
か
っ
た
。

出
雲
は
裏
日
本
と
す
る
説
が
虚
構
で
あ
る
こ
と
は
出
雲
大
社
ひ

と
つ
を
か
え
り
み
て
も
わ
か
る
。ヤ
マ
ト
の
側
か
ら
だ
け
で
な
く
、

出
雲
の
側
か
ら
グ
ロ
ー
カ
ル
（
ロ
ー
カ
ル
で
グ
ロ
ー
バ
ル
）
な
視

角
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
場
合
に
ヤ
マ
ト
と
出
雲
の

陸
路
の
み
で
論
じ
て
は
な
ら
な
い
。『
出
雲
国
風
土
記
』
の
み
が
書

き
と
ど
め
て
い
る
「
国
引
き
神
話
」
じ
た
い
が
、北
ツ
海
（
日
本
海
）

を
背
景
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
海
上
の
道
も
み
の
が
せ
な
い
。

日
本
海
の
命
名
は
日
本
帝
国
主
義
の
朝
鮮
侵
略
に
も
と
づ
く
と

い
う
意
見
は
全
く
の
誤
り
で
あ
る
。
一
六
〇
二
年
に
イ
タ
リ
ア
の

宣
教
師
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
が
北
京
で
作
製
し
た
『
坤こ

ん
よ輿
万
国
全
図
』

に
は
、
漢
字
で
は
っ
き
り
と
「
日
本
海
」
と
書
い
て
い
る
。
日
本

人
で
は
蘭
学
者
山
村
才
助
が
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
の
『
訂
正

増ぞ
う
や
く訳
采さ
い
ら
ん覧
異い
げ
ん言
』
の
付
図
に
「
日
本
海
」
と
明
記
す
る
の
が
古
い
。

そ
れ
な
ら
「
日
本
海
」
以
前
に
古
代
の
人
び
と
は
な
ん
と
よ
ん

だ
の
か
。「
日
本
海
」
は
「
北
ツ
海
」
と
称
さ
れ
て
い
た
。
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世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
の
公
益
財
団
法
人
へ
の
移
行
を

記
念
し
て
、
２
０
１
２
年
9
月
14
日
、
ウ
イ
ン
グ
ス
京
都
に
て

「
市
民
意
識
調
査
」
を
主
題
と
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
大
阪
府
（
神
原
文
子
先
生
）、
京
都
府
（
伊
藤
悦
子
先

生
）、
兵
庫
県
姫
路
市
（
阿
久
澤
麻
理
子
先
生
）、
そ
れ
ぞ
れ
の
自

治
体
に
よ
る
意
識
調
査
の
分
析
に
深
く
関
わ
っ
た
三
人
の
先
生
方

よ
り
、
同
和
問
題
に
焦
点
を
絞
っ
て
お
話
い
た
だ
き
、
今
後
の
人

権
教
育
・
啓
発
の
あ
り
方
に
つ
い
て
問
題
提
起
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

会
場
に
は
近
畿
全
府
県
か
ら
自
治
体
関
係
者
、
企
業
関
係
者
、
教

育
関
係
者
、
市
民
等
、
多
数
の
参
加
を
い
た
だ
き
、
盛
況
の
う
ち

に
終
わ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ご
参
加
、
ご
協
力
く
だ
さ
っ
た

皆
さ
ま
に
感
謝
致
し
ま
す
。

ま
ず
各
先
生
が
そ
れ
ぞ
れ
に
報
告
し
、パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
で
は
特
に
「
経
年
変
化
、
差
別
意
識
に
影
響
を
与
え
て
い
る
も

の
は
何
か
、
人
権
教
育
・
啓
発
の
効
果
」
の
三
点
に
つ
い
て
議
論

が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。
以
下
、
こ
の
三
点
に
絞
っ
て
報
告
し
ま
す
。

◆
忌
避
意
識
は
減
少
し
た
か
（
経
年
変
化
）

神
原
先
生
か
ら
は
、
２
０
０
０
年
と
２
０
１
０
年
の
比
較
で
、

結
婚
や
住
宅
を
選
ぶ
際
に
同
和
地
区
や
同
和
地
区
の
人
を
避
け
る

「
忌
避
意
識
」
が
わ
ず
か
な
が
ら
増

加
し
、
特
に
女
性
と
高
学
歴
者
に

そ
の
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
ま
し
た
。
ま
た
部
落
差
別
の
現

状
認
識
を
年
代
別
で
見
る
と
、
若

い
人
ほ
ど
「
差
別
意
識
が
現
在
で

も
残
っ
て
い
る
」
と
考
え
、
差
別

を
「
な
く
す
の
は
難
し
い
」
と
回

答
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
伊
藤
先
生
か
ら
は
、
結
婚
時

の
身
元
調
査
等
に
つ
い
て
あ
ま
り

変
化
が
な
い
こ
と
、
若
い
層
に
風
習
を
気
に
す
る
等
の
伝
統
回
帰

傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
一
方
、
姫
路
の
調

査
で
は
、（
過
去
の
調
査
と
項
目
が
異
な
り
比
較
し
に
く
い
た
め
）

年
齢
別
の
変
化
と
し
て
、
若
い
層
ほ
ど
結
婚
や
土
地
問
題
に
つ
い

て
は
差
別
を
し
な
い
傾
向
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

◆
差
別
意
識
に
影
響
を
与
え
て
い
る
も
の
は
何
か

同
和
問
題
に
つ
い
て
身
近
な
人
か
ら
否
定
的
な
情
報
を
得
た
場

合
、
そ
れ
が
学
習
等
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
に
く
い
こ
と
を
神
原
先

生
は
指
摘
し
、
さ
ら
に
、
人
が
差
別
を
す
る
の
は
身
を
守
る
た
め
、

利
益
を
得
る
た
め
、
優
越
感
を
得
る
た
め
等
様
々
な
動
機
が
あ
り

う
る
け
れ
ど
、
社
会
が
そ
れ
を
容
認
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
差

別
温
存
の
大
き
な
理
由
だ
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
伊
藤
先
生
か
ら

は
、
研
修
へ
の
参
加
率
の
低
さ
（
5
年
間
で
一
度
で
も
研
修
に
参

― 

公
益
財
団
法
人
移
行
記
念 

―

人
権
問
題
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
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加
し
た
の
は
15
％
）
や
、
同
和
対
策
事
業
終
了
か
ら
10
年
が
経
っ

て
同
和
問
題
の
学
習
が
減
っ
て
い
る
こ
と
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
ま

し
た
。
阿
久
澤
先
生
は
、
人
権
に
つ
い
て
の
様
々
な
考
え
方
と
忌

避
意
識
の
ク
ロ
ス
集
計
か
ら
、
競
争
や
自
己
責
任
を
強
調
す
る
ネ

オ
リ
ベ
ラ
ル
な
考
え
方
が
差
別
や
排
除
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
各
調
査
に
共
通
し
て
、
男
性
よ
り
女
性
の
方
が
同
和
地
区

の
人
と
の
結
婚
に
忌
避
的
と
の
結
果
が
出
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で

は
結
婚
一
般
に
お
い
て
男
性
に
対
し
て
「
職
業
」「
収
入
」
が
重

視
さ
れ
る
（
一
方
で
女
性
は
「
容
姿
」「
家
事
能
力
」）
と
い
う
ジ
ェ

ン
ダ
ー
意
識
や
、
同
和
地
区
の
お
か
れ
た
社
会
的
・
経
済
的
条
件

が
排
除
に
関
係
し
て
い
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

◆
人
権
教
育
・
啓
発
の
効
果
と
今
後
の
課
題

大
阪
府
の
調
査
結
果
で
は
、
小
中
学
校
で
の
人
権
学
習
の
経
験

と
、
同
和
地
区
へ
の
忌
避
意
識
と
は
有
意
な
関
連
は
み
ら
れ
ず
、

そ
の
原
因
と
し
て
神
原
先
生
は
部
落
差
別
を
学
ぶ
際
に
解
決
策
が

必
ず
し
も
明
確
に
示
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
ま
し

た
。
伊
藤
先
生
は
従
来
の
研
修
が
一
定
の
効
果
を
も
っ
た
こ
と
を

評
価
し
つ
つ
、
今
後
は
と
り
わ
け
若
い
世
代
が
参
加
し
た
く
な
る

よ
う
な
工
夫
が
必
要
で
あ
り
、
当
事
者
の
語
り
や
フ
ィ
ー
ド
ワ
ー

ク
が
支
持
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

阿
久
澤
先
生
か
ら
は
、
人
権
学
習
・
啓
発
の
課
題
と
し
て
、

差
別
の
不
当
性
や
「
思
い
や
り
」
等
の
価
値
観
を
強
調
す
る
こ

と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
や
は
り
具
体
的
な
問
題
を
公
的
に
解
決
し

て
い
く
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
と
い
う
道
筋
を
と
り
あ
げ

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
提
起

さ
れ
ま
し
た
。

今
後
の
と
り
く
み
と
し
て
、

神
原
先
生
か
ら
は
、同
和
地

区
と
周
辺
の
人
々
と
交
流

を
深
め
、
協
働
し
て
ま
ち

づ
く
り
等
を
行
っ
た
場
合

に
は
啓
発
効
果
が
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
機

会
を
ど
の
よ
う
に
増
や
し

て
い
け
る
の
か
と
い
う
問
題
提
起
が
あ
り
ま
し
た
。
伊
藤
先

生
か
ら
も
、
同
和
地
区
内
外
を
問
わ
ず
「
同
和
問
題
の
解
決

に
取
り
組
ん
で
い
る
人
」
と
の
出
会
い
が
、
同
和
問
題
に

関
わ
る
意
識
に
積
極
的
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
示

さ
れ
、
同
様
に
阿
久
澤
先
生
か
ら
も
、
同
和
地
区
の
人
を

た
だ
「
知
っ
て
い
る
」
の
で
な
く
「
親
し
く
つ
き
合
っ
て
い
る
人

が
い
る
」
と
答
え
て
い
る
人
が
様
々
な
問
い
に
積
極
的
な
返
答
を

し
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
同
和
地
区
の
人
の
話
を
聞

く
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
従
来
と
は
や
り
方
を
変
え

て
、
リ
ビ
ン
グ
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
よ
う
な
か
た
ち
で
話
を
聞
き
直

す
こ
と
や
、
現
地
の
産
業
に
焦
点
を
あ
て
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を

行
う
と
い
う
方
法
も
示
唆
さ
れ
ま
し
た
。

（
文
責　

研
究
セ
ン
タ
ー 

専
任
研
究
員　

松
波　

め
ぐ
み
）
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館
内
に
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
子
ど
も
達
の
歓
声
が
高
い

天
井
に
ま
で
響
き
渡
っ
て
い
ま
す
。
大
型
の
木
製
遊
具
が
魅
力
の

「
元
気
ラ
ン
ド
」
で
す
。
就
学
前
の
乳
幼
児
と
そ
の
保
護
者
の
た

め
の
遊
び
場
で
す
。「
子
育
て
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
さ
ん
は
保

護
者
か
ら
の
日
常
的
な
質
問
を
受
け
た
り
し
な
が
ら
、
安
全
に
気

配
り
を
し
、
子
ど
も
達
を
見
守
っ
て
い
ま
す
。
図
書
館
で
は
、「
読

み
聞
か
せ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
さ
ん
が
、
日
に
2
回
、
絵
本
の
読
み

聞
か
せ
を
し
て
い
ま
す
。
人
気
の
絵
本
の
時
に
は
会
場
は
あ
ふ
れ

ん
ば
か
り
で
す
。

こ
ど
も
み
ら
い
館
は
平
成
11
年
12
月
23
日
に
開
館
し
、
今
年

で
13
年
目
と
な
り
、
来
館
者
は
日
に
約
１
３
０
０
人
、
優
に

５
０
０
万
人
を
超
え
ま
し
た
。
い
ま
だ
に
週
1
〜
2
件
、各
分
野
・

各
界
の
方
々
が
国
内
外
か
ら
視
察
や
見
学
に
来
ら
れ
、
職
員
は
嬉

し
い
悲
鳴
を
上
げ
て
い
ま
す
。

こ
ど
も
み
ら
い
館
の
主
な
機
能
は
、
子
ど
も
達
の
遊
び
場
だ

け
で
は
な
く
、
最
新
の
子
育
て
の
「
情
報
発
信
」、
各
種
な
ん
で

も
「
相
談
」、
保
育
士
・
幼
稚
園
教
諭
の
た
め
の
「
研
修
」、
そ

し
て
「
研
究
」
と
多
岐
に
亘
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
「
共
同
機
構
」

と
言
う
国
公
私
立
の
保
育
園
（
所
）・
幼
稚
園
そ
れ
ぞ
れ
の
事
務

局
か
ら
な
る
組
織
が
あ
り
、
全
て
の
事
務
局
は
館
内
に
設
置
さ

れ
、
こ
ど
も
み
ら
い
館
と
共
に
様
々
な
事
業
を
展
開
し
て
い
ま

す
。京

都
市
は
、
平
成
19
年
2
月
に
「
子
ど
も
を
共
に
育
む
京
都
市

民
憲
章
」
を
制
定
し
ま
し
た
（
表
参
照
）。
そ
の
第
三
節
に
は
「
子

ど
も
を
育
む
喜
び
を
感
じ
、
親
も
育
ち
学
べ
る
取
組
を
進
め
ま

す
。」
と
あ
り
、
ま
さ
に
こ
ど
も
み
ら
い
館
の
成
す
べ
き
こ
と
が

明
記
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
ま
す
。
平
成
22
年
4
月
に
は
こ

の
市
民
憲
章
を
踏
ま
え
、
親
自
身
が
親
と
し
て
の
心
構
え
や
子
育

て
の
知
識
・
技
術
を
子
ど
も
の
発
達
の
段
階
に
応
じ
て
学
べ
る「
親

支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
〜
ほ
っ
こ
り
子
育
て
ひ
ろ
ば
〜
」
を
策
定
し
、

保
健
セ
ン
タ
ー
、
保
育
園
（
所
）、
幼
稚
園
、
児
童
館
な
ど
で
実

施
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
ど
も
み
ら
い
館
は
就
学
前
の
子
ど
も

の
保
護
者
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
の
際
の
事
務
局
を
担
い
、

現
在
は
全
市
展
開
を
望
む
べ
く
モ
デ
ル
事
業
を
実
施
し
、
普
及
に

努
め
て
い
ま
す
。

京
都
市
子
育
て
支
援
総
合
セ
ン
タ
ー

こ
ど
も
み
ら
い
館　

館
長浅

野　

明
美　

京
都
市
子
育
て
支
援
総
合
セ
ン
タ
ー

こ
ど
も
み
ら
い
館
の
目
指
す
こ
と

　
　

―
親
と
子
の
安
心
の
た
め
に
―
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子
ど
も
を
共
に
育
む
京
都
市
民
憲
章

（
平
成
19
年
2
月
5
日
制
定
）

わ
た
く
し
た
ち
は
、

一　

子
ど
も
の
存
在
を
尊
重
し
、
か
け
が
え
の
な
い
命
を

守
り
ま
す
。

一　

子
ど
も
か
ら
信
頼
さ
れ
、
模
範
と
な
る
行
動
に
努
め

ま
す
。

一　

子
ど
も
を
育
む
喜
び
を
感
じ
、
親
も
育
ち
学
べ
る
取

組
を
進
め
ま
す
。

一　

子
ど
も
が
安
ら
ぎ
育
つ
、
家
庭
の
生
活
習
慣
と
家
族

の
絆
を
大
切
に
し
ま
す
。

一　

子
ど
も
を
見
守
り
、
人
と
人
が
支
え
合
う
地
域
の
つ

な
が
り
を
広
げ
ま
す
。

一　

子
ど
も
を
育
む
自
然
の
恵
み
を
大
切
に
し
、
社
会
の

環
境
づ
く
り
を
優
先
し
ま
す
。

国
の
母
子
保
健
法
第
4
条
の
2
に
「
乳
児
又
は
幼
児
の
保
護
者

は
、
み
ず
か
ら
す
す
ん
で
、
育
児
に
つ
い
て
の
正
し
い
理
解
を
深

め
、
乳
児
又
は
幼
児
の
健
康
の
保
持
及
び
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

我
が
子
を
日
々
世
話
す
る
中
で
、お
っ
ぱ
い
は
足
り
て
い
る
か
、

発
達
は
遅
く
な
い
か
、
離
乳
食
の
こ
と
を
知
り
た
い
、
今
の
育
て

方
で
い
い
の
か
、
知
り
合
い
に
言
わ
れ
た
こ
と
が
気
に
な
る
、
お

友
達
と
上
手
く
遊
べ
な
い
…
等
々
の
心
配
事
が
出
て
き
ま
す
。
周

囲
に
育
児
の
ベ
テ
ラ
ン
や
専
門
職
が
居
て
直
ぐ
に
解
決
に
繋
が
れ

ば
と
て
も
安
心
で
幸
せ
な
事
で
す
が
、
孤
立
し
て
い
る
親
は
し
ん

ど
い
思
い
が
募
り
が
ち
で
す
。
虐
待
や
そ
の
予
備
軍
に
は
誰
で
も

陥
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
す
。

こ
ど
も
み
ら
い
館
の
な
ん
で
も
「
相
談
」
に
は
、「
元
気
ラ
ン
ド
」

で
の
日
常
の
相
談
、
顔
の
見
え
な
い
「
電
話
相
談
」、
予
約
制
で

専
門
職
が
対
応
す
る
「
対
面
相
談
」、専
門
科
の
医
師
に
よ
る
「
健

康
相
談
」
が
あ
り
、
ま
た
母
子
保
健
に
基
づ
い
た
ミ
ニ
講
話
と
そ

の
場
で
質
問
に
答
え
る
ス
タ
イ
ル
の
「
館
長
の
井
戸
端
サ
ロ
ン
」

な
ど
幾
つ
も
の
相
談
の
受
け
皿
を
準
備
し
て
、
出
来
得
る
限
り
丁

寧
な
対
応
を
心
掛
け
て
い
ま
す
。
今
ま
で
に
は
余
り
多
く
は
な
い

で
す
が
、「
子
ど
も
が
可
愛
く
な
い
。」「
叩
い
て
し
ま
い
ま
す
。」

な
ど
の
相
談
も
実
際
に
は
あ
り
ま
し
た
。

志
の
高
い
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
に
支
え
ら
れ
て
の
子
育
て
支

援
事
業
、「
共
同
機
構
」
の
名
の
元
の
各
種
「
研
修
」、
将
来
子
ど

も
に
関
わ
る
仕
事
に
就
き
た
い
と
願
う
学
生
へ
の
「
保
育
士
・
幼

稚
園
教
諭
養
成
大
学
と
の
連
携
講
座
」、
近
未
来
の
子
育
て
支
援

の
理
想
像
を
追
う
た
め
の
「
研
究
」、
前
述
し
た
各
種
「
相
談
」

事
業
、
そ
し
て
全
市
挙
げ
て
の
「
親
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」。
こ
れ

ら
全
て
の
事
業
が
、
子
育
て
奮
闘
中
の
親
子
の
笑
顔
に
繋
が
る
こ

と
を
願
い
、
信
じ
て
、
こ
ど
も
み
ら
い
館
は
明
日
も
親
子
と
共
に

歩
み
続
け
ま
す
。
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さ
て
、
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
ア
ウ
ン
・
サ
ン
・
ス
ー
・
チ
ー

は
軍
政
府
に
何
度
も
自
宅
軟
禁
さ
れ
な
が
ら
、
平
和
的
手
段
で
ビ

ル
マ
の
民
主
化
に
努
力
し
て
き
ま
し
た
が
、
最
近
の
政
府
の
動
向

に
は
少
な
く
と
も
表
面
上
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
ま
す
。
ま
ず

二
〇
〇
七
年
九
月
に
軍
の
優
位
を
掲
げ
た
新
憲
法
草
案
が
発
表
さ

れ
、
翌
〇
八
年
の
国
民
投
票
で
九
割
以
上
の
賛
成
で
承
認
さ
れ
ま

し
た
。
二
〇
一
〇
年
こ
の
憲
法
の
も
と
で
二
〇
年
ぶ
り
の
総
選
挙

が
実
施
さ
れ
、
上
下
両
院
で
四
分
の
一
議
席
を
保
障
さ
れ
た
軍
人

枠
を
背
景
に
、
国
家
平
和
発
展
評
議
会
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｃ
）
が
圧
勝
し

テ
イ
ン
・
セ
イ
ン
が
大
統
領
に
選
ば
れ
ま
し
た
。
当
初
ス
ー
・
チ
ー

の
国
民
民
主
同
盟
（
Ｎ
Ｌ
Ｄ
）
は
選
挙
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
て
い
ま

し
た
が
、
二
〇
一
一
年
軍
政
か
ら
民
政
へ
の
移
管
を
受
け
、
同
年

八
月
に
は
ス
ー
・
チ
ー
と
テ
イ
ン
・
セ
イ
ン
の
話
し
合
い
が
実

現
し
、
二
〇
一
二
年
の
下
院
補
欠
選
挙
に
は
ス
ー
・
チ
ー
自
身
が

立
候
補
し
て
圧
倒
的
多
数
で
当
選
し
ま
し
た
。
こ
の
間
、
政
府
は

二
〇
一
一
年
五
月
と
翌
一
二
年
一
月
多
数
の
政
治
犯
を
釈
放
し
、

と
く
に
後
者
に
は
一
九
八
八
年
民
主
化
運
動
の
学
生
リ
ー
ダ
ー

だ
っ
た
ミ
ン
・
コ
ー
・
ナ
イ
ン
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た

動
き
の
な
か
、
欧
日
は
ビ
ル
マ
へ
の
投
資
を
解
禁
し
、
二
〇
一
一

年
に
は
ク
リ
ン
ト
ン
米
国
国
務
長
官
も
ビ
ル
マ
を
訪
れ
テ
イ
ン
・

セ
イ
ン
大
統
領
と
会
談
し
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
先
立
ち
、
同

大
統
領
は
中
国
と
の
国
境
地
域
に
建
設
予
定
の
ミ
ッ
ソ
ン
巨
大
ダ

ム
計
画
の
中
止
を
発
表
し
ま
し
た
。

こ
の
自
由
化
が
ど
こ
ま
で
本
物
で
ど
こ
ま
で
進
む
か
は
、
も
う

少
し
時
間
が
た
た
な
い
と
判
断
で
き
ま
せ
ん
。
一
説
で
は
、ス
ー
・

チ
ー
は
二
〇
一
五
年
の
選
挙
に
お
け
る
大
勝
利
と
民
主
化
の
進
展

を
目
指
し
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
リ
ー
ダ
ー
が
だ
れ

に
な
ろ
う
と
、
ビ
ル
マ
の
行
手
に
は
三
つ
の
大
き
な
問
題
が
あ
る

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、経
済
発
展
と
民
主
化
、

軍
の
既
得
権
益
の
処
理
、
そ
し
て
少
数
民
族
問
題
で
す
。
ま
ず
経

済
発
展
で
す
が
、
何
回
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ビ
ル
マ
は
国
土
も

広
く
、
六
千
万
以
上
の
勤
勉
な
人
口
を
抱
え
、
天
然
資
源
に
も
恵

ま
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
ら
を
う
ま
く
活
用
す
れ
ば
、
大
き
く

経
済
発
展
す
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
意
味
で
、
ア
セ

ア
ン
の
盟
主
で
あ
る
隣
国
の
タ
イ
よ
り
も
大
き
な
可
能
性
を
持
っ

シ
リ
ー
ズ　

国
際
人
権
・
随
想
39

ア
ジ
ア
諸
国
と
人
権
（
そ
の
三
一
）

研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

京
都
大
学
名
誉
教
授

　
　

安
藤　

仁
介
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て
い
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
の
可
能
性
を
多
く
の
国
民
の
プ

ラ
ス
と
す
る
た
め
に
は
、
外
国
か
ら
の
投
資
を
国
民
の
雇
用
拡
大

に
つ
な
げ
、
国
際
競
争
に
耐
え
る
効
率
の
良
い
産
業
の
生
育
に
つ

な
げ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
発
展
の
過
程
で
生
じ
る
「
格

差
」
が
、
恵
ま
れ
な
い
国
民
層
の
不
満
を
癒
す
方
策
に
留
意
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

つ
ぎ
に
、
な
が
い
軍
政
時
代
に
蓄
積
さ
れ
た
軍
部
や
政
府
関
係

者
の
既
得
権
益
を
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
か
、
も
問
題
で
す
。
現

在
、
議
会
の
多
数
派
を
占
め
る
軍
や
政
府
関
係
者
が
多
数
の
国
民

の
た
め
に
、
自
分
た
ち
の
既
得
権
益
を
た
や
す
く
手
放
す
と
は
思

わ
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
な
る
と
、
よ
ほ
ど
強
権
的
な
手
段
に
訴
え
な

い
か
ぎ
り
、
か
れ
ら
の
了
解
を
と
り
な
が
ら
、
お
そ
ら
く
時
間
を

か
け
て
少
し
ず
つ
か
れ
ら
の
特
権
を
削
り
、
そ
れ
を
意
欲
・
才
能

を
持
つ
国
民
層
に
移
す
方
策
が
不
可
欠
で
し
ょ
う
。
し
か
も
外
国

か
ら
の
投
資
は
、
基
本
的
に
利
潤
を
比
較
的
短
期
間
に
回
収
す
る

こ
と
を
狙
う
で
し
ょ
う
。
そ
の
意
味
で
、
外
国
資
本
に
と
っ
て
は

既
存
権
益
層
と
安
易
に
手
を
組
む
ほ
う
が
、
短
期
的
な
利
潤
回

収
が
は
か
ど
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
既
存
権
益

層
の
了
解
を
と
り
な
が
ら
、
国
民
多
数
の
利
益
と
な
る
経
済
発

展
計
画
を
作
り
上
げ
る
こ
と
は
、
決
し
て
容
易
な
技
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

最
後
に
、
多
く
の
少
数
民
族
を
抱
え
た
ビ
ル
マ
特
有
の
悩
み
が

あ
り
ま
す
。
国
民
全
体
の
七
割
近
く
が
ビ
ル
マ
族
で
す
が
、
そ
れ

は
三
割
以
上
が
ビ
ル
マ
族
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
英
国
の
植

民
地
か
ら
独
立
を
達
成
し
た
直
後
の
ビ
ル
マ
が
、
少
数
民
族
の
自

立
・
自
決
運
動
に
よ
っ
て
、
国
家
分
裂
・
崩
壊
の
危
機
に
見
舞
わ

れ
、
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
軍
事
独
裁
の
政
体
が
い
わ
ば
必
要

に
迫
ら
れ
て
出
来
上
が
っ
て
き
た
過
程
は
、先
に
見
た
通
り
で
す
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
体
制
が
、
独
立
後
の
ビ
ル
マ
で
長
く
続
い
て

き
た
こ
と
も
事
実
で
す
。
ま
た
、
英
国
に
植
民
化
さ
れ
る
以
前
の

ビ
ル
マ
も
、
ビ
ル
マ
族
が
絶
え
ず
支
配
し
続
け
て
い
た
わ
け
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
で
も
、
北
部
の
カ
チ
ン
族
は
独
立
を
目
指
し

て
武
力
闘
争
を
続
け
て
い
ま
す
。ま
た
、西
部
の
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

と
接
す
る
地
域
に
は
、
植
民
地
時
代
に
イ
ン
ド
か
ら
強
制
移
住
さ

せ
ら
れ
て
き
た
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
族
が
住
み
着
い
て

い
ま
す
。
し
か
も
、
か
れ
ら
は
ビ
ル
マ
国
籍
を
与
え
ら
れ
ず
、
国

連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
も
そ
の
扱
い
に
苦
慮
し
て
い
る
ほ
ど

で
す
。
要
す
る
に
ビ
ル
マ
の
少
数
民
族
問
題
を
ど
の
よ
う
に
処
理

す
べ
き
か
は
、あ
る
意
味
で
ビ
ル
マ
の
国
内
問
題
と
い
う
よ
り
は
、

国
際
社
会
が
対
処
す
べ
き
側
面
の
あ
る
問
題
で
す
。

ビ
ル
マ
は
、
国
際
人
権
規
約
を
は
じ
め
、
多
く
の
国
際
人
権
条

約
に
は
加
入
し
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ビ
ル
マ
の
少
数
民
族
問

題
は
、
国
際
人
権
保
障
を
論
じ
る
う
え
で
、
決
し
て
無
視
で
き
な

い
問
題
で
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
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大
学
の
授
業
な
ど
で
使
用
さ
れ
る
国
際
法
の
教
科
書
に
は
、「
外

国
人
の
法
的
地
位
」
の
問
題
が
取
り
扱
わ
れ
る
。
あ
る
国
に
居
住

す
る
人
を
考
え
る
と
、
そ
こ
に
は
、
そ
の
国
の
国
籍
を
も
つ
人
と

そ
れ
を
も
た
な
い
人
が
い
る
。
前
者
が
国
民
で
あ
り
、
後
者
が
外

国
人
で
あ
る
。
国
際
法
の
教
科
書
で
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の

外
国
人
を
ど
の
よ
う
に
処
遇
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
が
議
論

さ
れ
て
い
る
。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
外
国
人
の
出
入
国
の
問

題
と
、
外
国
に
滞
在
し
て
い
る
者
の
法
的
地
位
の
問
題
が
説
明
さ

れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
国
際
法
の
教
科
書
の
記
述
や
授
業
で

な
さ
れ
る
説
明
の
背
後
に
は
、
国
際
法
の
他
の
分
野
と
同
様
に
、

多
く
の
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。
外
国
人
の
法
的
地
位
の
問
題
に
つ

い
て
も
同
様
で
あ
る
。

い
や
、
同
様
に
そ
う
言
え
る
の
か
？
私
だ
け
の
意
見
か
も
し
れ

な
い
が
、
少
な
く
と
も
日
本
に
つ
い
て
い
え
ば
、
現
在
の
国
際
法

を
も
踏
ま
え
た
研
究
の
蓄
積
は
十
分
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ

も
「
私
の
み
る
と
こ
ろ
」
で
は
あ
る
が
、
外
国
人
の
法
的
地
位
の

問
題
は
、理
論
的
に
重
要
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
く
、日
本
に
と
っ

て
重
要
な
問
題
で
あ
る
か
ら
、
よ
り
活
溌
な
研
究
の
進
展
が
必
要

で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
、
日
本
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
な
の
か
。
そ
れ
は
、

事
実
の
問
題
と
し
て
、
外
国
人
の
人
び
と
が
、
今
以
上
に
増
加
し
、

日
本
の
社
会
の
な
か
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
だ
く
時
代

が
来
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
今
現
在
、
人
の
移
動
が
活

発
化
し
て
い
る
な
か
で
、
日
本
に
滞
在
す
る
外
国
人
が
増
加
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、
将
来
的
に
も
そ
れ
が
続
く
可
能
性
が
あ
る
。
例

え
ば
、
以
前
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
少
子
高
齢
化
が
進
行

す
る
と
、
日
本
の
現
在
の
経
済
規
模
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
そ

の
労
働
力
を
外
国
人
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
時
代
が
到
来
す
る
か

も
し
れ
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
、
外
国
人
を
ど
の
よ
う
に
処
遇
す
る

か
は
、法
的
に
も
政
策
的
に
も
重
要
な
課
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

研
究
セ
ン
タ
ー
嘱
託
研
究
員

大
阪
大
学
大
学
院
教
授

　
　

村
上　

正
直

外
国
人
の

法
的
地
位
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他
方
で
、
外
国
人
の
取
扱
い
に
関
す
る
日
本
の
法
制
度
は
十
分

な
の
か
。
私
に
は
、
と
て
も
そ
う
は
思
わ
れ
な
い
。
2
つ
の
理
由

だ
け
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
第
1
に
、
国
際
的
な
人
権
保
障
の
観
点

か
ら
み
た
場
合
、
国
際
的
に
保
障
さ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
る

ル
ー
ル
と
、
日
本
で
行
わ
れ
て
い
る
ル
ー
ル
が
ず
れ
て
い
る
と
こ

ろ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
2
に
、
外
国
に
は
わ
り
と
普
通
に
存

在
し
、
日
本
で
も
必
要
と
思
わ
れ
る
法
令
が
、
日
本
に
は
な
い
こ

と
で
あ
る
。
例
え
ば
、日
本
で
は
、い
ま
で
も
外
国
人
が
マ
ン
シ
ョ

ン
や
ア
パ
ー
ト
へ
に
入
居
し
よ
う
と
す
る
場
合
や
、
店
舗
に
入
ろ

う
と
す
る
場
合
に
、
外
国
人
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
が
断
ら
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
諸
外
国
に
は
、
こ
れ
を
法
的
に
禁
止
す
る
法
令
が

あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

し
か
し
、
外
国
人
の
法
的
地
位
の
問
題
は
、
膨
大
か
つ
複
雑
で

あ
る
。
な
ぜ
か
。
第
1
に
、
外
国
人
は
人
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
問

題
は
、
人
が
生
ま
れ
て
か
ら
亡
く
な
る
ま
で
の
間
に
か
か
わ
り
あ

い
を
も
つ
生
活
領
域
の
全
体
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
国

籍
、
出
入
国
、
外
国
人
登
録
、
婚
姻
や
親
子
関
係
、
教
育
、
雇
用
、

医
療
、
社
会
保
障
、
裁
判
手
続
な
ど
が
関
係
す
る
。
第
2
に
、
こ

の
こ
と
は
ま
た
、
こ
の
問
題
が
多
種
多
様
な
法
分
野
と
か
か
わ
り

あ
い
を
も
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
例
え
ば
、
そ
こ
に
は
、
憲
法
上

の
権
利
の
享
有
の
問
題
（
例
え
ば
、
憲
法
上
の
人
権
の
外
国
人
へ

の
適
用
）
か
ら
、
私
法
上
の
権
利
の
享
有
の
問
題
（
例
え
ば
、
外

国
人
へ
の
財
産
権
・
所
有
権
の
保
障
や
平
等
原
則
の
適
用
）
ま
で
、

多
数
の
法
分
野
が
含
ま
れ
る
。

第
3
に
、
外
国
人
の
法
的
地
位
の
問
題
に
は
国
際
法
も
口
を
出

す
が
、
こ
の
分
野
の
国
際
法
は
重
層
的
で
あ
り
、
厄
介
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
国
際
法
上
の
ル
ー
ル
に
は
、
①
19
世
紀
後
半
以
降
形
成

さ
れ
て
き
た
外
国
人
の
地
位
に
関
す
る
慣
習
国
際
法
、
②
伝
統
的

な
通
商
航
海
条
約
に
お
け
る
相
互
の
国
民
の
権
利
・
利
益
の
保
護

の
規
則
、
及
び
③
第
2
次
世
界
大
戦
後
の
人
権
条
約
に
よ
る
保
障

と
い
う
、
3
つ
の
異
な
る
流
れ
の
な
か
で
形
成
さ
れ
て
き
た
ル
ー

ル
が
含
ま
れ
る
。
私
は
、
国
際
法
学
で
は
、
こ
れ
ら
の
ル
ー
ル
を

十
分
に
体
系
的
に
ま
と
め
て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
と

思
っ
て
い
る
。

前
記
の
よ
う
に
、
こ
の
問
題
は
日
本
に
と
っ
て
重
要
で
あ
り
、

そ
の
研
究
の
必
要
性
も
大
き
い
。勉
強
す
る
し
か
な
い
。が
、
勉
強

し
は
じ
め
た
と
た
ん
に
、頭
が
く
ら
く
ら
し
て
き
て
、唸
る
こ
と
に

な
る
。問
題
が
大
き
す
ぎ
て
、ひ
と
り
の
手
に
も
、国
際
法
研
究
者

の
手
に
も
あ
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
国
際
法
と
国
内
法
の
双
方
の
研

究
者
を
動
員
し
て
議
論
を
し
て
い
く
ほ
か
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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首
都
京
都
の
姿
を
一
双
の
屏
風
に
描
き
き
っ
た
洛
中
洛
外
図
屏

風
は
、
美
術
的
な
評
価
と
と
も
に
歴
史
資
料
と
し
て
の
価
値
も
極

め
て
高
い
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
内
裏
や
幕
府
と
い
っ
た

権
力
の
象
徴
か
ら
、
庶
民
生
活
の
日
常
の
営
み
ま
で
一
つ
の
画
面

で
描
き
き
っ
て
お
り
、
文
字
に
記
さ
れ
な
い
人
々
の
生
活
を
伝
え

る
資
料
で
あ
る
。

洛
中
洛
外
図
屏
風
に
は
大
ま
か
に
、
二
つ
の
タ
イ
プ
に
区
分
で

き
る
。
一
つ
は
室
町
時
代
後
半
に
制
作
さ
れ
た
初
期
洛
中
洛
外
図

と
呼
ば
れ
る
も
の
。
内
裏
と
室
町
幕
府
を
描
く
こ
と
が
定
型
と
さ

れ
て
お
り
、現
存
最
古
の
歴
博
甲
本（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
）、

織
田
信
長
か
ら
上
杉
謙
信
へ
の
贈
答
品
と
さ
れ
る
上
杉
本
（
米
沢

市
上
杉
博
物
館
蔵
）
な
ど
、
原
本
・
模
本
を
合
わ
せ
て
四
つ
の
作

例
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

い
ま
一
つ
は
江
戸
時
代
以
降
、
豊
臣
秀
吉
・
徳
川
家
康
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
た
京
都
を
描
い
た
一
群
の
作
品
で
あ
り
、
こ
ち
ら
は

方
広
寺
と
二
条
城
が
定
型
と
し
て
描
か
れ
、
第
二
定
型
と
呼
ば
れ

る
。洛

中
洛
外
図
屏
風
諸
本
の
中
で
共
通
し
て
描
か
れ
る
テ
ー
マ
に

祇
園
会
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
初
期
洛
中
洛
外
図
と
第
二

定
型
洛
中
洛
外
図
の
祇
園
会
の
描
写
、
と
く
に
三
基
（
大
宮
・
少

将
井
・
八
王
子
）
の
神
輿
を
見
比
べ
る
と
、
大
き
な
違
い
が
あ
る

こ
と
に
気
づ
く
。

初
期
洛
中
洛
外
図
で
は
、
神
輿
に
勤
仕
す
る
人
々
は
、
白
衣
な

ど
統
一
的
な
装
束
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
第
二
定
型
の
そ
れ

で
は
装
束
の
統
一
は
み
ら
れ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
柄
物
衣
裳

で
御
輿
を
か
つ
い
で
い
る
。
こ
の
明
確
な
変
化
は
室
町
時
代
後
半
か

ら
江
戸
時
代
に
至
る
中
で
神
輿
を
め
ぐ
る
環
境
が
劇
的
に
変
化
し
た

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
前
提
に
立
ち
、

当
該
期
の
史
料
を
求
め
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
が
み
つ
か
る
。

　
　

  
祇
園
会
御
輿
か
き
之
儀
、
従
前
〃
駕
輿
丁
役
出
シ
来
候
町
〃

之
外
、
く
わ
ん
か
き
之
も
の
出
侯
儀
御
停
止
之
旨
、
先
年
被

仰
出
候
処
、
近
年
猥
ニ
罷
出
侯
よ
し
不
届
二
思
召
侯

研
究
セ
ン
タ
ー
嘱
託
研
究
員

京
都
文
化
博
物
館
学
芸
員

　
　

西
山　

剛
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宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）『
京
都
町
触
集
成
』

既
に
川
嶋
將
生
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
史
料
で
あ
る
が
、

大
意
と
し
て
は
、
祇
園
会
の
神
輿
舁
に
つ
い
て
、
駕
輿
丁
役
を
出
す

町
以
外
に
「
く
わ
ん
か
き
」
な
る
も
の
が
出
仕
し
て
い
る
の
で
、
こ

れ
を
停
止
す
る
よ
う
に
、
と
な
る
。
こ
の
法
令
が
京
都
町
奉
行
所
よ

り
町
々
へ
触
れ
回
さ
れ
、
神
輿
周
辺
の
秩
序
を
整
え
る
よ
う
命
令
が

く
だ
さ
れ
た
。「
く
わ
ん
か
き
」
と
は
「
が
ん
か
き
（
願
舁
）」
と

い
う
意
味
で
、
決
め
ら
れ
た
正
規
の
輿
舁
で
は
な
く
、
自
ら
望
ん

で
神
輿
を
担
ご
う
と
す
る
人
々
の
こ
と
を
い
う
。

そ
も
そ
も
江
戸
時
代
以
前
の
祇
園
神
輿
の
渡
御
は
、
祭
礼
全
体

の
中
で
も
核
と
な
る
儀
礼
で
あ
り
、
そ
れ
に
従
う
輿
舁
も
「
駕
輿

丁
」
と
い
う
身
分
が
与
え
ら
れ
、
特
権
を
有
し
た
職
能
集
団
で

あ
っ
た
。
と
り
わ
け
大
宮
神
輿
に
従
う
も
の
た
ち
は
大
宮
駕
輿
丁

と
呼
ば
れ
、
普
段
は
摂
津
今
宮
浜
で
魚
介
商
売
を
行
う
人
々
で
あ

り
な
が
ら
、
祭
礼
期
間
中
だ
け
上
洛
し
、
神
輿
奉
舁
役
に
従
事
す

る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
祭
礼
期
間
限
定
で
独
占
的
な
洛
中
の
魚
介

商
売
権
を
握
っ
て
い
た
。
こ
の
特
権
は
公
武
双
方
か
ら
認
定
さ
れ

て
お
り
、
他
の
集
団
が
少
し
で
も
こ
の
権
利
を
侵
害
す
る
よ
う
な

こ
と
が
あ
れ
ば
、
彼
ら
は
す
ぐ
に
神
輿
を
舁
か
な
い
と
表
明
し
、

権
益
の
保
護
を
図
る
の
で
あ
っ
た
。
駕
輿
丁
た
ち
に
と
っ
て
神
輿

を
舁
く
行
為
が
自
ら
の
商
業
活
動
を
支
え
る
重
要
な
権
利
保
障
行

為
だ
っ
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
江
戸
時
代
以
前
の
神
輿
渡
御
は
正

規
の
駕
輿
丁
が
自
ら
の
勤
め
と
し
て
独
占
す
る
こ
と
が
必
須
だ
っ

た
の
で
あ
り
、
他
の
も
の
が
入
り
込
む
こ
と
は
原
則
的
に
考
え
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
。

冒
頭
で
述
べ
た
室
町
時
代
と
江
戸
時
代
に
お
け
る
御
輿
を
か
つ

ぐ
人
々
を
め
ぐ
る
絵
画
表
現
の
変
化
は
、
室
町
期
と
江
戸
期
の
間

に
横
た
わ
る
祇
園
神
輿
渡
御
の
実
体
的
な
変
化
を
象
徴
的
に
表
し

て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
確
固
た
る
儀
礼
と
し
て
限
定
的
な

出
仕
者
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
室
町
期
の
段
階
か
ら
、
願
舁
の
よ

う
な
非
正
規
の
輿
舁
も
参
加
す
る
、
よ
り
開
か
れ
た
近
世
の
段
階

へ
の
移
行
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
雑
多
な

輿
舁
が
出
現
し
て
き
た
た
め
、
身
分
の
統
一
的
な
秩
序
が
崩
れ
、

装
束
の
統
一
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
う
断
言
す
る
に
は
さ
ら
に
詳
細
な
実
証
が
必
要
だ

が
、
描
写
の
変
化
に
導
か
れ
史
料
を
求
め
る
姿
勢
は
文
献
の
枠
に

と
じ
こ
め
ら
れ
な
い
魅
力
的
な
仮
説
を
求
め
る
主
要
な
作
業
で
あ

る
。
洛
中
洛
外
図
屏
風
に
お
け
る
祇
園
神
輿
の
輿
舁
描
写
は
大
き

な
画
面
の
中
の
さ
さ
や
か
な
表
現
で
あ
る
が
、
そ
の
さ
さ
や
か
さ

の
中
に
も
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
歴
史
的
展
開
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
こ
そ
歴
史
資
料
と
し
て
の
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
尽
き
せ

ぬ
魅
力
な
の
で
あ
る
。
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１
．
金
稔
万
さ
ん
に
つ
い
て

金
稔
万
（
キ
ム
・
イ
ン
マ
ン
）
さ
ん
は
、
１
９
６
０
年
生
ま
れ

の
在
日
朝
鮮
人
二
世
で
あ
り
、
在
留
資
格
は
特
別
永
住
者
で
あ
る
。

金
さ
ん
は
コ
リ
ア
ン
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
大
切
に
し

た
い
と
考
え
、
２
０
０
０
年
頃
か
ら
生
活
の
す
べ
て
の
領
域
で
本

名
を
使
用
し
て
き
た
。
大
学
に
は
い
る
ま
で
は
朝
鮮
人
で
あ
る
こ

と
を
否
定
的
に
捉
え
、
隠
そ
う
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
高
校
の

時
の
歴
史
の
教
師
の
影
響
や
大
学
で
の
韓
文
研
で
の
活
動
な
ど
で
、

朝
鮮
と
日
本
の
歴
史
を
知
り
、
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
肯

定
的
に
捉
え
る
よ
う
に
な
り
、
本
名
で
生
活
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

２
．
金
さ
ん
に
対
す
る
通
名
使
用
の
強
制

金
さ
ん
は
、
映
像
の
仕
事
を
し
な
が
ら
も
、
生
活
の
糧
は
建
設

現
場
の
日
雇
い
の
仕
事
で
得
て
い
た
。２
０
０
８
年
１
２
月
か
ら
、

大
手
ゼ
ネ
コ
ン
で
あ
る
Ｏ
社
、
そ
の
下
請
の
解
体
業
Ｙ
社
、
孫
請

け
の
Ｈ
社
と
い
う
系
列
の
元
で
、
直
接
に
は
Ｈ
社
に
雇
用
さ
れ
て

い
く
つ
か
の
建
設
現
場
で
本
名
で
仕
事
を
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、２
０
０
９
年
９
月
の
末
に
、大
阪
梅
田
の
Ａ
デ
パ
ー

ト
の
建
て
替
え
工
事
の
第
２
期
工
事
で
働
く
際
、
突
然
Ｈ
社
の
担

当
か
ら
、
通
名
で
行
っ
て
く
れ
と
言
わ
れ
た
。

夜
の
仕
事
の
前
に
Ｈ
社
の
事
務
所
に
行
く
と
、
金
さ
ん
の
目
の

前
で
ヘ
ル
メ
ッ
ト
に
貼
り
付
け
て
あ
っ
た
本
名
を
書
い
た
シ
ー
ル

を
何
の
断
り
も
な
く
貼
り
替
え
て
捨
て
た
。
金
さ
ん
は
そ
こ
ま
で

や
る
か
と
思
い
な
が
ら
も
、
通
名
を
拒
否
す
れ
ば
そ
の
日
の
仕
事

が
も
ら
え
な
い
と
思
い
、
捨
て
ら
れ
た
本
名
の
シ
ー
ル
を
拾
っ
て

ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
た
。
金
さ
ん
に
と
っ
て
は
何
が
起
き
て
い
る
か

理
解
が
で
き
な
か
っ
た
し
、
不
況
で
仕
事
が
な
い
中
で
喧
嘩
を
す

る
と
仕
事
を
失
う
こ
と
に
な
る
の
で
や
む
な
く
従
わ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。

３
．
裁
判
で
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と

ゼ
ネ
コ
ン
、
下
請
、
孫
請
け
、
そ
し
て
国
を
相
手
と
す
る
損
害

賠
償
裁
判
が
提
起
さ
れ
、
本
年
７
月
に
は
関
係
者
の
尋
問
が
実
施

弁
護
士

　
　

空
野　

佳
弘

金
稔
万
さ
ん
本
名
裁
判
に
つ
い
て
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さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
通
名
を
押
し
つ
け
る
こ

と
が
起
き
た
の
か
、
事
情
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

金
さ
ん
は
、
２
０
０
９
年
３
月
後
半
に
、
Ａ
デ
パ
ー
ト
の
第
一

期
工
事
で
本
名
で
二
日
間
だ
け
働
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、そ
の
際
、

元
請
け
で
あ
る
Ｏ
社
の
現
場
事
務
長
が
、
本
名
の
金
さ
ん
の
名
簿

を
見
て
、
下
請
か
ら
元
請
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
「
外

国
人
就
業
届
」
が
出
て
い
な
い
と
思
い
、
下
請
の
Ｙ
社
に
そ
れ
を

提
出
す
る
よ
う
に
求
め
た
。
金
さ
ん
の
２
日
間
の
就
労
後
、
金
さ

ん
に
つ
い
て
「
外
国
人
就
業
届
」
が
Ｙ
社
か
ら
Ｏ
社
に
提
出
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
「
外
国
人
就
業
届
」
に
つ
い
て
は
、
少
し
説
明
が
必
要
で

あ
る
。
２
０
０
７
年
に
雇
用
対
策
法
が
改
正
さ
れ
、
外
国
人
を
雇

う
事
業
所
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
（
公
共
職
業
安
定
所
）
に
「
外
国
人

雇
用
状
況
の
届
出
」
を
出
す
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
ゼ
ネ
コ
ン
各
社
は
、
下
請
に
対
し
下
請

が
外
国
人
を
雇
用
し
て
い
る
場
合
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
対
す
る

「
外
国
人
雇
用
状
況
の
届
出
」
の
写
し
等
を
添
付
し
た
上
で
、「
外

国
人
就
業
届
」
を
元
請
け
に
出
す
こ
と
を
義
務
と
し
た
。」
た
だ

し
、
特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
こ
の
二
つ
の
届
出
は
適
用
さ
れ
な

い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

金
さ
ん
は
特
別
永
住
者
で
あ
る
か
ら
、
そ
も
そ
も
「
外
国
人
就

業
届
」
の
提
出
は
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
元
請
け
Ｏ
社

の
現
場
事
務
長
は
金
さ
ん
が
特
別
永
住
者
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
確

認
も
せ
ず
に
、
本
名
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
下
請
に
「
外

国
人
就
業
届
」
の
提
出
を
要
求
し
、
Ｙ
社
は
金
さ
ん
の
外
国
人
登

録
証
を
コ
ピ
ー
を
添
え
て
Ｏ
社
に
提
出
を
し
た
。

外
国
人
登
録
書
を
見
れ
ば
、
金
さ
ん
が
届
け
の
必
要
の
な
い
特

別
永
住
者
で
あ
る
こ
と
が
簡
単
に
確
認
で
き
、
元
請
け
の
事
務
長

は
自
分
の
間
違
い
に
気
づ
い
た
は
ず
だ
が
、
事
務
長
は
確
認
も
し

な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
で
、
間
違
い
の
訂
正
も
下
請
に
対
し
行

わ
な
か
っ
た
。
下
請
は
下
請
で
、
間
違
い
と
分
か
り
つ
つ
元
請
け

に
は
逆
ら
え
な
い
と
し
て
、「
外
国
人
就
業
届
」
を
回
避
す
る
目

的
で
金
さ
ん
に
通
名
を
押
し
つ
け
た
の
で
あ
る
。
通
名
な
ら
外
国

人
と
わ
か
ら
な
い
か
ら
と
言
う
。
同
届
け
を
出
す
と
な
る
と
少
し

時
間
が
か
か
り
、
そ
の
日
に
働
け
な
い
可
能
性
が
あ
っ
た
。
す
る

と
予
定
し
た
人
数
が
揃
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
つ
ま
ら
な
い
理
由
で
、
金
さ
ん
は
通
名
を
強
い
ら

れ
た
。在
日
朝
鮮
人
の
名
前
は
、こ
れ
ほ
ど
も
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
る
。

日
本
で
暮
ら
す
人
々
の
中
で
、
何
十
万
も
の
在
日
朝
鮮
人
が
本

名
を
名
乗
れ
な
い
こ
と
に
苦
し
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
多
く

の
日
本
人
は
も
っ
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。

（
本
件
は
本
号
刊
行
時
、
係
争
中
で
あ
る
が
、
筆
者
が
主
任
弁

護
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
執
筆
を
お
願
い
し
た
。 

編
集
部
）
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研
究
第
四
部
は
、
昨
年
度
か
ら
「
穢
れ
と
女
性
」
を
共
同
研
究
の

テ
ー
マ
と
し
、
穢
れ
思
想
と
性
差
別
の
関
連
性
に
つ
い
て
多
角
的
に

調
査
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
今
年
度
は
、
妊
娠
・
出
産
に
関
す
る
禁

忌
の
一
形
態
で
あ
る
産
小
屋
に
注
目
し
、
月
例
の
共
同
研
究
会
で
先

行
研
究
の
分
析
等
を
進
め
て
い
る
。
八
月
は
い
つ
も
の
会
議
室
を
飛

び
出
し
、
産
小
屋
の
風
習
が
比
較
的
最
近
ま
で
残
っ
て
い
た
敦
賀
地

方
に
赴
き
、
二
日
間
（
八
月
十
日
〜
十
一
日
）
に
渡
る
現
地
調
査
を

行
っ
た
。

初
日
は
、
敦
賀
市
立
博
物
館
の
学
芸
員
の
方
に
、
敦
賀
地
方
に

お
け
る
産
小
屋
の
慣
習
や
関
連
祭
儀
等
に
つ
い
て
話
を
伺
っ
た
。

そ
の
後
、
学
芸
員
の
方
の
勧
め
も
あ
り
、
北
陸
道
総
鎮
守
と
仰
が

れ
る
気
比
神
社
を
訪
れ
た
。
こ
の
神
社
は
、
産
小
屋
跡
が
多
く
残

る
地
域
に
あ
る
常
宮
神
社
と
深
い
つ
な
が
り
が
あ
り
、
毎
年
夏
に

は
、
気
比
神
宮
の
祭
神
（
男
神
）
が
、
常
宮
神
社
の
祭
神
（
女
神
）

に
会
う
た
め
に
海
を
渡
る
総
参
祭
が
行
わ
れ
て
い
る
。
気
比
神
宮

を
後
に
し
た
我
々
一
行
は
、
気
比
の
松
原
を
通
り
抜
け
、
今
回
の

主
な
調
査
地
お
よ
び
宿
泊
地
で
あ
る
色
浜
を
目
指
し
敦
賀
半
島
を

北
上
し
た
。
二
日
目
は
、
い
よ
い
よ
産
小
屋
の
視
察
と
産
小
屋
で

出
産
し
た
経
験
の
あ
る
女
性
た
ち
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
あ
る
。

二
日
目
の
朝
、宿
泊
し
た
民
宿
の
裏
に
あ
る
墓
地
と
畑
を
抜
け
、

川
沿
い
の
産
小
屋
へ
向
か
っ
た
。
色
浜
の
産
小
屋
は
、
六
坪
の
敷

地
に
六
畳
二
間
（
分
娩
室
と
生
理
室
）
と
い
う
簡
素
な
造
り
で
、

昭
和
五
十
年
に
福
井
県
有
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
産
小
屋
は
敦
賀
市
に
よ
り
移
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
以
前

は
、
集
落
内
の
寺
と
神
社
に
挟
ま
れ
た
海
岸
近
く
に
あ
っ
た
が
、

昭
和
三
十
九
年
以
降
利
用
者
も
な
く
、
老
朽
化
も
進
ん
だ
こ
と
に

よ
り
所
有
者
に
よ
り
取
り
壊
さ
れ
る
予
定
だ
っ
た
。
い
ざ
小
屋
の

扉
を
開
け
、
ひ
ん
や
り
と
し
た
土
間
に
一
歩
踏
み
入
れ
る
と
、
が

ら
ん
と
し
た
部
屋
に
、
む
き
出
し
の
天
井
か
ら
一
本
の
綱
が
垂
れ

下
が
っ
て
い
た
。
そ
の
他
、
小
屋
の
中
に
は
、
神
棚
、
小
さ
な
炉
、

鍋
類
が
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
。

色
浜
の
産
小
屋
を
視
察
し
た
後
は
、

実
際
に
こ
の
小
屋
で
出
産
し
た
女
性
二

人
に
話
を
聞
く
機
会
を
得
た
。お
二
人

の
話
に
よ
る
と
、出
産
間
際
ま
で
は
畑

仕
事
な
ど
を
し
、
産
気
づ
く
と
小
屋
に

入
っ
て
、
土
間
に
引
か
れ
た
ゴ
ザ
の
上

で
、「
取
り
上
げ
婆
さ
ん
」
と
い
う
地

区
の
女
性
の
介
助
を
受
け
、力
綱
を
両

手
で
握
っ
て
座
っ
た
状
態
で
出
産
し
た

研
究
セ
ン
タ
ー
専
任
研
究
員

　
　

福
嶋　

由
里
子

敦
賀
地
方
の

　

産
小
屋
を
訪
ね
て

色浜の産小屋の外観

のののののののののののののののののののののののををををををををををををををををををををををををををををを

敦
賀
地
方

敦
賀
地
方
のの

　

産
小
屋

　

産
小
屋
をを
訪
ね
て
訪
ね
て
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と
い
う
。産
後
十
日
間
は
産
小
屋
に
滞
在
し
、
そ
の
期
間
の
世
話

は
、
実
母
や
取
り
上
げ
の
婆
さ
ん
が
し
て
く
れ
た
そ
う
だ
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
後
は
、
真
夏
の
海
水
浴
を
楽
し
む
人
々
を
横

目
に
、
敦
賀
半
島
に
点
在
す
る
産
小
屋
跡
を
視
察
し
た
。
訪
れ
た

場
所
は
、
浦
底
、
立
石
、
手
浦
、
沓
、
常
宮
、
縄
間
、
白
木
の
七

カ
所
。
こ
の
う
ち
実
際
に
産
小
屋
が
残
っ
て
い
る
の
は
色
浜
と
立

石
の
み
で
あ
っ
た
。
立
地
に
関
し
て
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
は
、

色
浜
を
含
め
、
す
べ
て
の
産
小
屋
の
側
に
は
川
が
流
れ
て
お
り
、

近
く
に
は
祠
が
あ
る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

産
小
屋
の
起
源
は
、日
本
書
紀
に
ま
で
遡
る
。
日
本
書
紀
に
は
、

豊
玉
姫
が
鵜
の
羽
で
葺
い
た
小
屋
で
出
産
し
た
と
い
う
記
述
が
あ

り
、
こ
れ
が
「
産
小
屋
」
の
由
来
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
平

安
時
代
に
な
る
と
、
死
や
血
に
対
す
る
触
穢
思
想
が
広
ま
り
、
月

経
や
出
産
時
の
女
性
は
不
浄
な
存
在
と
み
な
さ
れ
、
他
者
と
寝
食

を
共
に
し
な
い
よ
う
一
定
期
間
隔
離
さ
れ
る
慣
習
が
定
着
し
て

い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
風
習
は
、
北
陸
、
瀬
戸
内
諸
島
、
四
国
、

中
国
、
伊
豆
諸
島
に
分
布
し
て
い
た
が
、
比
較
的
近
年
ま
で
残
っ

て
い
た
の
が
、
敦
賀
半
島
と
い
わ
れ
て
い
る
。

立
石
の
産
小
屋
の
説
明
に
は
、「
産
小
屋
と
別
火
の
生
活
の
習

俗
は
、
お
産
を
赤
不
浄
と
し
て
、（
中
略
）、
他
の
人
々
と
別
れ
て

生
活
す
る
こ
と
で
あ
り
、
忙
し
い
農
漁
村
産
婦
に
十
分
な
休
養
を

取
ら
せ
る
一
方
策
で
も
あ
っ
た
。（
中
略
）。
前
近
代
的
な
遺
習
と

思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
存
外
の
合
理
性
を
秘
め
た
過
去
の
出
産

習
俗
で
あ
る
。」
と
書
か
れ
て
い
た
。
今
回
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た

お
二
人
も
、産
小
屋
に
入
る
と
、家
事
や
農
作
業
等
で
忙
し
い
日
々

か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で
、
特
に
つ
ら
い
と
か
、
悲
し
い
と
い
う
こ

と
は
な
か
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

確
か
に
合
理
的
な
側
面
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
利
便
性
で
覆
い
隠
さ
れ
た
触
穢

思
想
に
よ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
別
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

便
宜
性
を
打
ち
出
し
、「
女
性
が
活
躍
で
き
る
よ
り
よ
い
社
会
を
」

と
い
う
名
目
で
進
め
ら
れ
て
い
る
諸
政
策
が
、
効
果
を
伴
わ
ず
一

人
歩
き
し
て
し
ま
い
が
ち
な
の
は
、
人
々
の
中
に
未
だ
に
ジ
ェ
ン

ダ
ー
差
別
意
識
が
深
く
根
付
い
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
見
、
女
性
に
と
っ
て
好
意
的
に
見
え
る
施
策
も
、
そ
の
根
底
に

流
れ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
別
を
見
破
ら
な
け
れ
ば
鵜
呑
み
に
で
き
な

い
。「
女
性
も
受
け
入
れ
て
い
た
合
理
的
な
慣
習
な
の
に
、
何
も

今
さ
ら
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
で
掘
り
返
さ
な
く
て
も
」
と
い
う
声

が
聞
こ
え
て
き
そ
う
だ
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
別
が
織
り
込
ま
れ
た

制
度
が
理
に
か
な
っ
た
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
、
そ
れ
が
ど
の
よ

う
に
「
あ
た
り
ま
え
」
の
こ
と
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、

そ
の
カ
ラ
ク
リ
を
見
破
る
こ
と
が
、
現
在
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ

く
差
別
の
改
善
の
鍵
に
な
る
と
信
じ
、
今
後
も
女
性
と
穢
れ
と
い

う
テ
ー
マ
に
、
温
故
知
新
の
精
神
で
向
き
合
っ
て
い
き
た
い
。

色浜の産小屋内部：力綱

立石の産小屋の外観
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あ
る
本
の
中
で
筆
者
は
「
こ
れ
か
ら
の
人
権
教
育
の
課
題
は
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
、
多
様
な
文
化
が
交
錯
す
る
21
世
紀
と
い
う
新

し
い
時
代
に
お
い
て
、
批
判
的
な
分
析
力
と
自
律
的
な
判
断
力
を

備
え
、
多
様
な
他
者
と
つ
な
が
り
あ
う
こ
と
が
で
き
る
感
覚
や
ス

キ
ル
を
身
に
つ
け
た
市
民
を
ど
う
育
て
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。」
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る（

１
）。
人
権
教
育
の
焦
点
が
「
個
別
人

権
課
題
に
つ
い
て
教
え
る
」
こ
と
か
ら
「
豊
か
な
人
権
感
覚
を
備

え
た
市
民
力
を
育
て
る
」
こ
と
に
進
化
し
つ
つ
あ
る
い
ま
、
人
権

教
育
の
枠
組
み
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
高
等
教
育
を
と
り
ま
く
最
近
の

動
向
の
中
か
ら
注
目
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
い
く
つ
か
ご
紹

介
し
、
人
権
教
育
の
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

国
立
大
学
の
法
人
化
（
２
０
０
４
年
）
以
降
、
大
学
改
革
が
急

ス
ピ
ー
ド
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
競
争
主
義
に
も

と
づ
き
大
学
間
格
差
の
拡
大
に
つ
な
が
る
よ
う
な
政
策
も
数
多
く

み
ら
れ
る
が
、
他
方
で
は
大
学
に
お
け
る
教
育
の
質
的
充
実
を
後

押
し
し
、
社
会
貢
献
を
一
層
強
化
す
る
た
め
の
取
り
組
み
も
多
様

な
形
で
存
在
し
て
い
る
。

筆
者
が
勤
務
す
る
大
阪
大
学
の
場
合
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

デ
ザ
イ
ン
セ
ン
タ
ー
や
グ
ロ
ー
バ
ル
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン

タ
ー
な
ど
、「
専
門
分
野
を
超
え
た
対
話
力
の
育
成
」
や
「
国
際

協
力
と
共
生
社
会
に
向
け
た
人
材
養
成
」
を
う
た
っ
た
新
し
い
部

局
が
新
た
に
つ
く
ら
れ
、
全
学
に
お
け
る
教
育
の
質
的
転
換
が
図

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、リ
ー
デ
ィ
ン
グ
大
学
院
プ
ロ
グ
ラ
ム（
オ
ー

ル
ラ
ウ
ン
ド
型
）
と
し
て
文
科
省
に
提
案
し
た
「
超
域
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー
養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
が
採
択
さ
れ
、
２
０
１
２

年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
専
門
領
域
を
超
え
て
新
し
い
価
値
や
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
す
人
材
を
育
成
す
る
5
年
間
一
貫
の
博

士
課
程
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
部
局
別
・
分
野
別
に
つ
く
ら
れ
て

き
た
従
来
の
思
考
の
枠
組
み
や
専
門
領
域
を
超
え
、
俯
瞰
力
と
独

創
力
を
持
っ
て
、
新
た
な
社
会
的
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き

る
博
士
人
材
の
育
成
を
め
ざ
し
て
い
る
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
根

底
に
あ
る
考
え
方
は
、「
専
門
領
域
を
超
え
る
」「
重
要
な
社
会
的

課
題
の
解
決
を
志
向
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
異
分
野
間
を

研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
研
究
員

大
阪
大
学
大
学
院
教
授

　
　

平
沢　

安
政

人
権
教
育
と
高
等
教
育
改
革
の
動
向
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つ
な
ぐ
俯
瞰
力
と
課
題
解
決
力
、
な
ら
び
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の

育
成
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。

大
阪
大
学
で
は
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
モ
デ
ル
と
し
て
、

大
学
院
教
育
の
全
体
を
創
り
変
え
よ
う
と
し
て
お
り
、
学
部
教

育
に
お
い
て
も
、「
リ
サ
ー
チ
ス
キ
ル
」「
批
判
的
思
考
（critical 

thinking

）」「
海
外
留
学
・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
」「PB

L

（
問
題

解
決
型
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
学
習
）」
等
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
ま
た
「
多
文
化
共
生
」「
安
全
・
安
心
」

「
健
康
」「
環
境
」
な
ど
の
各
種
複
合
領
域
的
な
テ
ー
マ
に
も
と
づ

く
横
断
型
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
「
大
阪
大
学
未
来
戦
略
機
構
」
の

も
と
で
全
学
的
に
導
入
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

２
０
１
２
年
6
月
に
文
科
省
か
ら
出
さ
れ
た
「
大
学
改
革
実
行

プ
ラ
ン（

２
）」
に
お
い
て
も
、「
課
題
解
決
の
た
め
に
自
ら
考
え
判
断
・

行
動
で
き
る
『
社
会
を
生
き
抜
く
力
』
の
育
成
」
や
「
主
体
的
に

学
び
、
考
え
、
行
動
す
る
力
の
育
成
」
が
重
視
さ
れ
、
大
学
入
試

に
お
い
て
も
「
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
」（
批
判
的
・
分
析

的
思
考
）
を
重
視
し
た
内
容
に
転
換
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
「
教
育
の
質
保
証
」
の
観
点
か
ら
シ
ラ
バ
ス
の
書
き
方

や
授
業
評
価
の
仕
方
を
転
換
し
、「
実
質
的
な
学
修
」
を
可
能
に

す
る
た
め
の
授
業
改
革
な
ど
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

大
学
入
試
が
本
当
に
こ
の
プ
ラ
ン
通
り
に
変
わ
っ
て
い
く
の
で

あ
れ
ば
、
高
校
ま
で
の
教
育
の
在
り
方
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え

る
だ
ろ
う
。
学
校
教
育
に
お
い
て
は
近
年
、「
新
し
い
学
力
」「PISA

型
学
力
」
の
育
成
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
大
学
入
試
が
依
然
と
し
て
従
来
型
の
学
力
モ
デ
ル
を
土

台
に
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

高
等
教
育
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
動
向
に
も
留
意
し
な
が
ら
、

小
・
中
・
高
の
各
段
階
に
お
け
る
人
権
教
育
の
在
り
方
を
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。「
人
権
」
と
い
う
重

要
な
課
題
に
対
処
す
る
う
え
で
不
可
欠
な
資
質
や
力
量
を
育
て
る

教
育
実
践
の
中
に
、
批
判
的
・
分
析
的
思
考
、
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
、

異
文
化
体
験
等
を
明
確
に
位
置
付
け
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
多
元
化

す
る
21
世
紀
を
「
生
き
抜
く
」
市
民
を
育
て
る
教
育
と
し
て
展
開

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
正
解
の
な
い
問

い
で
あ
っ
て
も
、多
面
的
・
批
判
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」「
対

話
力
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を
備
え
、
協
働
作
業
に
関
与
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
な
ど
、
い
ま
教
育
を
通
じ
て
育
て
よ
う
と
し

て
い
る
力
は
、
人
権
教
育
に
お
い
て
も
核
と
な
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
広
が
り
の
中
で
人
権
教
育
の
こ
れ
か
ら
を
構
想
す
る

必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

注（１
）平
沢
安
政
編
著『
人
権
教
育
と
市
民
力
』解
放
出
版
社
、２
０
１
１
年
、

pp.26-27

（
２
）http://w

w
w

.m
ext.go.jp/b_m

enu/houdou/24/06/__icsF
iles/afieldf

ile/2012/06/05/1312798_01_3.pdf　
（
最
終
確
認
日
２
０
１
２
年
8

月
6
日
）
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本
書
は
、
世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
が
主
催
し
て
い
る
「
人

権
大
学
講
座
・
講
座
人
権
ゆ
か
り
の
地
を
た
ず
ね
て
」
に
お
い
て
、

著
者
が
１
９
９
５
年
か
ら
２
０
１
２
年
に
か
け
て
10
回
に
わ
た
っ
て

講
演
し
た
内
容
を
ま
と
め
た『
人
権
問
題
研
究
叢
書
』の
一
冊
で
あ
る
。

紙
幅
を
と
る
が
、
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
女
性
と
は
誰
か
を

知
る
た
め
に
、ま
ず
は
目
次
を
紹
介
し
た
い
。
そ
の
小
見
出
し
は
、

講
演
時
の
タ
イ
ト
ル
で
も
あ
る
。

第
1
部　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
見
る
女
性
の
人
権

　

1　

中
世
の
離
婚
と
女
性

　

2　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
形
成
と
女
性
の
人
権

第
2
部　

京
都
ゆ
か
り
の
女
性
た
ち

　

1　

紫
式
部
の
女
房
づ
と
め

　

2　

京
の
女
性
群
像

　

3　

室
町
・
戦
国
期
の
東
山
―
人
と
村
と
寺
と
―

　

4　

日
野
富
子
と
市
井
の
女
性
た
ち

第
3
部　

戦
国
・
織
豊
期
の
社
会
と
女
性

　

1　

信
長
時
代
の
人
質
、
秀
吉
時
代
の
人
質

　

2　

浅
井
三
姉
妹
と
戦
国
時
代
の
女
性

　

3　

細
川
ガ
ラ
シ
ャ
の
生
涯
と
そ
の
時
代

　

4　

苦
難
に
磨
か
れ
た
女
性
―
春
日
局
―

目
次
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
が
、
本
書
に
登
場
す
る
女
性
は
、
そ

の
他
に
も
北
条
政
子
、
巴
御
前
、
坂
額
、
市
川
局
、
少
将
、
お
あ
む
、

八
条
院
暲
子
、
建
礼
門
院
徳
子
、
織
田
信
長
の
妹
お
市
、
信
長
の

長
女
徳
姫
な
ど
数
多
く
、
読
者
は
関
心
の
あ
る
テ
ー
マ
か
ら
読
み

進
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

著
者
が
専
門
と
す
る
領
域
は
中
世
で
あ
る
が
、
そ
の
研
究
に
つ

い
て
、「
現
代
的
な
課
題
を
い
つ
も
念
頭
に
お
い
て
、
そ
う
い
っ

た
点
か
ら
自
分
の
学
問
を
検
証
し
て
い
く
」
と
い
う
姿
勢
を
崩
す

こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、
時
代
社
会
に
生
き
た
女
性
が
、
ど
の
よ

う
な
役
割
を
担
っ
た
か
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
彼
女
た
ち
か
ら

研
究
セ
ン
タ
ー
嘱
託
研
究
員

関
西
大
学
他
非
常
勤
講
師

　
　

源　
　

淳
子

人権問題研究叢書7　　書　　評

田
端
泰
子
著

『
歴
史
の
な
か
の
女
性
の
人
権
』
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逆
に
時
代
社
会
を
相
対
化
す
る
思
想
を
発
見
し
て
い
く
。そ
し
て
、

そ
の
検
証
の
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
女
性
の
背
景
や
関
係
し
た
人

物
な
ど
多
様
な
資
料
を
駆
使
し
て
解
き
ほ
ど
か
れ
る
。
そ
の
内
容

は
、
婚
姻
、
離
婚
、
再
婚
、
財
産
権
、
相
続
権
、
労
働
問
題
な
ど

多
岐
に
わ
た
り
、現
代
的
な
課
題
と
も
重
層
す
る
。
そ
の
一
方
で
、

現
代
に
は
な
い
問
題
と
し
て
戦
国
時
代
の
参
戦
、
縁
坐
（
夫
の
罪

に
対
し
て
妻
の
罪
の
か
か
り
か
た
）、
ま
た
、
公
家
社
会
と
武
士

社
会
に
お
け
る
女
性
の
生
き
方
、役
割
の
違
い
な
ど
を
解
析
す
る
。

も
ち
ろ
ん
市
井
の
女
性
の
生
活
も
研
究
対
象
で
あ
る
。
酒
造
り
は

近
世
以
降
「
女
人
禁
制
」
と
な
っ
た
が
、
実
は
、
そ
れ
以
前
に
女

性
が
造
り
売
っ
て
い
た
と
い
う
興
味
深
い
話
も
あ
る
。
ま
た
、
同

じ
中
世
で
も
前
期
と
後
期
で
は
異
質
な
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

現
代
わ
た
し
た
ち
が
「
女
は
弱
い
性
」
と
し
て
問
題
視
す
る
ジ
ェ

ン
ダ
ー
形
成
の
起
源
は
、戦
国
時
代
に
確
立
し
た
と
著
者
は
い
う
。

逆
に
い
う
と
、戦
国
時
代
に
、
男
性
の
役
割
が
明
確
に
な
り
、男
性

は
弱
腰
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
確
立
し

た
。京

都
に
ゆ
か
り
の
あ
る
女
性
が
い
か
に
多
い
か
も
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
近
代
以
降
、日
本
は
東
京
が
中
心
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、
か
つ
て
の
都
に
は
歴
史
に
名
を
残
す
女
性
が
い
た
。
本

書
で
は
、
そ
れ
ら
の
女
性
た
ち
が
生
活
し
て
い
た
場
所
が
現
在
の

ど
の
あ
た
り
で
あ
っ
た
か
を
示
し
、著
者
が
実
際
に
訪
ね
た
話
は
、

遠
い
過
去
も
一
気
に
身
近
に
さ
せ
る
。

さ
ら
に
本
書
は
、
歴
史
の
流
れ
を
重
視
し
て
、
中
世
か
ら
古
代

の
女
性
に
遡
る
。
そ
の
代
表
例
が
紫
式
部
で
あ
る
。
紫
式
部
と
関

連
す
る
人
と
時
代
か
ら
、
古
代
か
ら
中
世
へ
の
移
り
と
そ
の
質
の

違
い
を
知
る
。
そ
し
て
、
中
世
か
ら
近
世
に
及
ぶ
。
春
日
局
の
役

割
に
代
表
さ
れ
る
。

本
書
に
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
に
登
場
し
た
女
性
も
登
場
す

る
。
例
え
ば
、
お
江
（
講
演
当
時
放
映
中
）
で
あ
る
。
ド
ラ
マ
は

お
江
が
秀
吉
を
父
の
敵か
た
きと
し
て
語
る
場
面
が
何
度
も
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は
違
っ
て
い
て
、
当
時
の
敵
の
意
味
か
ら
は
信
長
が
父

の
敵
と
な
る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
淀
城
の
築
城
も

秀
吉
が
淀
殿
の
た
め
に
つ
く
っ
た
の
で
は
な
く
、
穢
れ
と
さ
れ
て

い
た
お
産
（
産
穢
）
の
た
め
に
つ
く
っ
た
も
の
で
、
ド
ラ
マ
と
史

実
は
違
う
と
指
摘
す
る
。
大
河
ド
ラ
マ
を
観
て
い
る
受
講
者
は
身

を
乗
り
出
し
て
聞
か
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
感
動
は
、
歴
史
的
資
料
を
恣
意
的
に
読
ま
な
い
著
者
の
研

究
姿
勢
の
成
果
で
あ
る
。
歴
史
を
読
む
こ
と
の
意
義
を
改
め
て
示

唆
さ
れ
る
著
で
あ
る
。

書　　評　　人権問題研究叢書7
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港
情
緒
豊
か
な
神
戸
市
の
旧
居
留
地
の
西
側
、
海
岸
通
り
に
面

し
た
と
こ
ろ
に
「
神
戸
華
僑
歴
史
博
物
館
」
が
あ
る
。
明
治
維
新

後
、
開
港
地
と
な
っ
た
神
戸
に
は
江
戸
時
代
に
長
崎
に
在
住
し
て

い
た
中
国
人
約
五
百
名
が
や
っ
て
き
て
、
当
初
は
先
に
居
住
し
て

い
た
西
洋
人
の
家
事
使
用
人
な
ど
の
仕
事
に
つ
い
た
の
が
中
国
人

市
民
の
は
じ
め
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
貿
易
港
と
し
て
神
戸

が
発
展
す
る
に
つ
れ
、
中
国
か
ら
渡
日
し
、
日
中
貿
易
を
軸
に
、

貿
易
で
大
き
な
利
益
を
あ
げ
た
人
び
と
が
現
れ
た
。
の
ち
に
孫
文

の
辛
亥
革
命
を
側
面
か
ら
支
え
た
呉
錦
堂
な
ど
が
そ
の
代
表
的
な

人
で
あ
る
。
一
方
、
神
戸
の
中
国
人
は
理
髪
師
、
洋
服
仕
立
て
、

中
華
料
理
、
マ
ッ
チ
の
製
造
や
港
湾
の
業
務
に
た
ず
さ
わ
っ
て
生

計
を
立
て
る
人
も
多
か
っ
た
。ま
た
近
年
の
調
査
研
究
に
よ
れ
ば
、

ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
末
期
に
は
日
本
が
占
領
し
た
中
国
本
土
か
ら

強
制
徴
用
な
ど
に
よ
っ
て
神
戸
港
の
港
湾
労
務
な
ど
に
働
か
さ
れ

た
中
国
人
も
お
よ
そ
一
千
名
に
達
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。

さ
て
、
現
在
は
兵
庫
県
の
中
国
人
居
住
者
は
約
二
万
五
千
人
を

越
え
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
約
半
数
が
い
わ
ゆ
る
「
老
華
僑
」
と

よ
ば
れ
、
一
九
七
二
年
の
日
中
国
交
正
常
化
以
前
か
ら
住
ん
で
い

た
人
び
と
で
、
残
り
は
「
新
華
僑
」
と
よ
ば
れ
、
そ
の
後
に
中
国

各
地
か
ら
や
っ
て
き
た
人
び
と
で
、
日
本
に
定
住
す
る
つ
も
り
で

や
っ
て
き
た
人
も
多
く
、
近
年
で
は
留
学
生
も
増
加
し
て
い
る
。

こ
の
他
に
「
華
人
」
と
よ
ば
れ
る
人
び
と
が
か
な
り
い
る
。
そ
の

人
た
ち
は
「
帰
化
」
に
よ
っ
て
日
本
国
籍
を
取
得
し
た
人
び
と
で

あ
り
、
そ
の
実
数
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
相
当
の
人
が
い
る
こ

と
は
確
か
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
新
旧
の
「
華
僑
」
の
人
び
と
の

中
に
も
日
本
国
籍
を
取
得
す
る
人
び
と
も
い
る
。
こ
の
よ
う
に
神

戸
に
住
ん
で
い
る
中
国
系
住
民
と
い
っ
て
も
多
様
で
あ
る
が
、
人

び
と
は
百
数
十
年
の
歴
史
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
の
波
の
影

響
を
う
け
て
き
た
。
一
九
三
七
年
に
日
本
の
中
国
侵
略
が
本
格
化

人権の〝館〟

神戸華僑歴史博物館
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す
る
と
中
国
人
は
偏
見
と
差
別
の
目
で
み
ら
れ
、
事
業
も
立
ち
行

か
な
く
な
っ
て
帰
国
す
る
人
も
い
た
。
ま
た
神
戸
空
襲
で
亡
く

な
っ
た
り
、
家
も
仕
事
場
も
焼
か
れ
て
し
ま
っ
た
人
も
少
な
く
な

い
。
阪
神
淡
路
大
震
災
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

こ
の
人
た
ち
が
心
の
支
え
と
し
て
創
立
し
た
の
が
「
中
華
同
文

学
校
」
で
あ
る
。
そ
の
創
立
は
一
九
一
四
年
の
こ
と
で
、
や
が
て

も
う
ひ
と
つ
の
学
校
と
合
併
し
て
一
九
三
九
年
に
は
小
・
中
の
九

年
制
を
も
つ
「
神
戸
中
華
同
文
学
校
」
と
な
っ
た
。
戦
中
や
震
災

の
被
災
を
の
り
こ
え
、
現
在
で
は
約
七
百
名
の
児
童
・
生
徒
を
も

つ
規
模
に
達
す
る
「
各
種
学
校
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
日
本
の
学

習
指
導
要
領
に
準
拠
し
な
が
ら
、
小
学
校
一
年
生
か
ら
中
国
語
を

教
え
、
中
国
の
歴
史
や
文
化
も
教
育
し
て
い
る
。
但
し
日
本
の
高

等
学
校
へ
の
進
学
の
た
め
の
テ
ス
ト
は
日
本
語
で
行
う
、
な
ど
の

工
夫
も
こ
ら
さ
れ
て
い
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
は
こ
の
「
歴
史
博
物
館
」
で

あ
る
。
神
戸
在
住
の
経
済
人
な
ど
が
拠
出
し
て
で
き
た
「
Ｋ
Ｃ
Ｃ

会
館
」
の
二
階
に
展
示
室
、上
階
に
は
資
料
室
（
安
井
三
吉
室
長
）

が
あ
り
、
展
示
室
は
神
戸
開
港
か
ら
始
ま
り
、
辛
亥
革
命
と
華
僑
、

華
僑
社
会
の
発
展
、
抗
日
戦
争
と
華
僑
、
華
僑
社
会
の
再
興
、
共

生
共
栄
の
時
代
に
生
き
る
、
な
ど
を
テ
ー
マ
に
時
代
ご
と
の
特
色

が
要
領
よ
く
展
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
展
示
を
み
る
こ
と
で
、
改

め
て
日
本
の
近
代
と
中
国
の
関
わ
り
、
ま
た
日
本
社
会
に
生
き
た

中
国
人
の
実
像
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
昨
今
の
日
本

側
の
「
中
国
恐
怖
論
」
や
中
国
で
の
「
反
日
行
動
」
を
こ
え
る
視

人権の〝館〟
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同
文
学
校
に
対
す
る
行
政
の
支
援
と
合
わ
せ
て
日
本
社
会
に
溶
け

込
ん
で
い
る
中
国
人
の
実
像
を
、
こ
の
資
料
館
を
見
学
す
る
こ
と

で
、「
華
僑
の
歴
史
と
社
会
」
を
も
う
一
度
見
直
し
て
み
た
い
。

　
（
所
在
地
）
神
戸
市
中
央
区
海
岸
通
三
丁
目
一

一

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
７
８

３
３
１

３
８
５
５

　
（
開
館
時
間
）
10
時
〜
５
時

　
（
休
館
日
）
祝
日
の
場
合
は
翌
木
曜
日
・
年
末
年
始
休
館

　
（
入
館
料
金
）
一
般
（
大
人
三
〇
〇
円　

学
生
（
中
・
高
・
大
）
二
〇
〇
円
）

　
（
特
別
割
引
）
65
歳
以
上
の
高
齢
者
お
よ
び
団
体

　
〔
参
考
文
献
〕
斯
波
義
信
『
華
僑
』
一
九
九
五
年　

岩
波
新
書
。

 
  

神
戸
華
僑
華
人
研
究
会
編
『
神
戸
と
華
僑
―
こ
の
一
五
〇
年

の
歩
み
』
神
戸
新
聞
総
合
出
版
セ
ン
タ
ー　

二
〇
〇
四
年

 
  

安
井
三
吉
『
孫
文
と
神
戸
―
辛
亥
革
命
か
ら
九
〇
年
』
神
戸

新
聞
総
合
出
版
セ
ン
タ
ー　

刊

 
  

広
田
寿
子
『
華
僑
の
い
ま
―
日
中
文
化
の
は
ざ
ま
で
』

二
〇
〇
三
年　

新
評
論　

刊
（
研
究
第
三
部
長　

仲
尾　

宏
）

点
を
見
い
だ
す
こ
と
の
大
切
さ
も

学
べ
よ
う
。

ま
た
林
宏
仁
事
務
局
長
に
よ
る

と
、
新
華
僑
の
人
び
と
に
対
す
る

日
本
人
や
日
本
社
会
の
隠
れ
た
差

別
、
と
り
わ
け
入
居
差
別
な
ど
が

あ
り
、
そ
の
実
情
を
知
っ
て
、
親

身
な
相
談
事
業
も
で
き
る
よ
う
な

資
料
館
を
め
ざ
し
た
い
、
と
し
て

い
る
。
展
示
室
に
は
「
落
地
生
根
」
と
い
う
書
額
が
か
か
げ
ら
れ

て
い
る
。

そ
の
意
味
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。「
落
地
生
根
」
と
は
、
一
人

の
人
間
が
遥
か
故
郷
を
離
れ
て
、
海
を
越
え
、
異
国
の
地
に
渡
り
、

そ
の
土
地
の
人
た
ち
と
睦
み
あ
い
、そ
の
地
の
習
慣
に
も
な
じ
み
、

家
業
を
お
こ
し
、
子
や
孫
に
囲
ま
れ
て
円
満
な
家
庭
を
築
き
、
や

が
て
そ
の
土
に
帰
す
る
さ
ま
を
い
う
と
あ
り
、
華
僑
の
生
き
方
を

さ
し
て
い
る
、
と
い
う
。（
図
版
参
照
）

近
く
の
南
京
町
は
人
出
で
一
年
中
賑
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
「
春

節
祭
」
は
神
戸
市
の
「
地
域
無
形
文
化
財
」
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、

人権の〝館〟
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来る 10月 28日（日）、「平成 24年度京都府人権啓発フェスティバル 京都ヒューマンフェ
スタ 2012」（主催：京都人権啓発推進会議、京都人権啓発活動ネットワーク協議会、京都府）
が、京都テルサで開催されます。
この「京都ヒューマンフェスタ」では、府内で活動されている NPO法人の活動発表や、

人権関係団体、大学等による企画展示、ゲストによるトークショー等の催しが行われており、
幅広い府民の方々に人権についての理解を深めていただく機会の一つとして、定着してき
ています。
当研究センターも、毎年このフェスタに参加しており、昨年は研究第 4部（女性の人権

問題の研究）が「性差別の根源を探る―穢れ、女人禁制の地をたずねて―」をテーマに企
画展を行いました。今年は研究第 2部（同和問題の研究）が、「全国水平社の人々―創立 90

周年によせて―」をテーマに、写真パネルの展示及びギャラリートークを行うこととなり
ました。
日本社会にとって、部落差別の研究は歴史的課題であるのみならず、現在にもその存在

が持続し、機能しているという点で極めて現代的な課題です。当研究センターの研究第 2

部では、これらの諸問題を歴史的・社会的視角から総合的に究明することを目的に研究活
動を行っています。
今年は、部落差別の撤廃と被差別部落の人々の尊厳の回復を求めて「人の世に熱あれ、

人間に光あれ」と訴えた全国水平社が創立されてからちょうど 90周年にあたることから、
今回参加するフェスタの企画展では、この全国水平社の創立にたずさわった人々の軌跡を
振り返ります。
彼らが生み出した創立宣言や綱領に示された水平社の理念や目標はどのように受け継が

れ、またその具体化に向けてどのような取り組みが積み重ねられたのでしょうか。写真パ
ネルの展示とギャラリートークを通して考えてみたいと思います。

◆ 日　時：2012 年 10月 28日（日）11:00 ～ 16:00
◆ 会　場：京都テルサ  西館 2階ホワイエ（京都市南区東九条下殿田 70）
◆ テーマ：「全国水平社の人々―創立 90周年によせて―」
◆ 展　示：写真パネル（全国水平社の創設者たち）
◆ ギャラリートーク：11:30 ～ 12:00、15:00 ～ 15:30 の 2回
　　　　　　　　　　　講師：  本郷浩二氏（公益財団法人世界人権問題

研究センター研究第 2部専任研究員）
◆ 主　催：公益財団法人世界人権問題研究センター
 ◆協　力：水平社博物館

京都府人権啓発フェスティバル「京都ヒューマンフェスタ 2012」参加企画

全国水平社の人々―創立90周年によせて―
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2012年度　人権大学講座
月日曜 種　別 時　　間 講　　座　　名 講　　師

9
10月17日
（水）

フィールド
ワーク

13:30～17:00
八幡・淀の人権ゆかりの地を
たずねて

仲尾　　宏
京都造形芸術大学客員教授
本郷　浩二

京都外国語大学他非常勤講師

10
10月26日
（金）

講義 13:30～15:00

人口減少社会における社会包摂
―多様な住民が
　排除されないために―

安里　和晃
京都大学大学院特定准教授

講義 15:15～16:45 差別戒名 吹田　良忠
妙心寺塔頭・慧照院住職

11
10月31日
（水）

講義 13:30～15:00 全国水平社創立の思想 手島　一雄
立命館大学他非常勤講師

講義 15:15～16:45
「ちがいのちがい」からみる
普遍性と個別性

松波めぐみ
センター専任研究員

12
11月 9日
（金）

講義 13:30～15:00

人権文化の創造
―人権教育・啓発の法と
　計画の課題―

上杉　孝實
京都大学名誉教授

講義 15:15～16:45 雨森芳洲と朝鮮通信使 上田　正昭
京都大学名誉教授

修了式 16:45～17:00 研究センター理事長　上田　正昭
※第 8回まで終了

開催日程　 6月19日（火）～11月 9日（金）　全 12回
時　　間　午後 1時 30分～（※受付：午後 1時～）
会　　場　ハートピア京都（中京区烏丸丸太町下ル）※ 10月17日（水）のフィールドワークを除く
受 講 料　１回 2,000円（年間 20,000円）
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　回　数　全８回
　曜　日　土曜日
　時　間　午後２時～３時３０分
　　　　　（受付は、午後１時３０分～）
　場　所　ウイングス京都
　　　　　（中京区東洞院通六角下る）
　受講料　１,０００円（１回）
　＊ 賛助会員は無料
　＊ 予約不要、当日受付

回 月日 講師 テーマ・内容

５ 10月20日
（土）

秋定　嘉和
センター嘱託研究員
池坊短期大学　名誉教授

京都東南部の生活と人権
― 港・酒・遊所 ―

６ 11月17日
（土）

馬場　まみ
センター嘱託研究員
京都華頂大学教授

服装からみる
江戸時代の女性と階層

７ 12月15日
（土）

川嶋　將生
センター嘱託研究員
立命館大学衣笠総合
研究機構教授

清水寺と信仰
ー物語のなかの「弱者」

８ １月26日
（土）

上田　正昭
研究センター理事長
京都大学名誉教授

石田梅岩とこころの学問
― 京都が生んだ心学の先人 ―

※第 4回まで終了
お問い合わせ　（公財）世界人権問題研究センター（TEL 075-231-2600 FAX 075-231-2750）

地下鉄烏丸御池駅（5番出口）または
地下鉄四条駅・阪急烏丸駅（20番出口）下車徒歩約 5分

【2012 年度】

講座・人権ゆかりの地をたずねて 会場が
変わりました
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〈
海
外
の
人
権
紀
行
〉

　

市
民
セ
ク
タ
ー
と
政
府
の
協
働
と
対
抗

　

―
韓
国
の
事
例
か
ら

「
多
文
化
共
生
」
は
す
で
に
よ
く
聞
く
よ
う
に
な
っ
た
言
葉
だ
が
、

多
義
的
で
人
に
よ
っ
て
も
イ
メ
ー
ジ
が
異
な
る
言
葉
で
あ
る
。
人
の
往

来
が
増
す
中
、
徐
々
に
日
本
だ
け
で
は
な
く
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
で
も
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
よ
り
遅
れ
て
外
国
人
労
働
者
を
導
入

し
、
国
際
結
婚
が
増
大
し
た
韓
国
で
は
、
２
０
０
５
年
、
日
本
の
研
修

技
能
実
習
制
度
を
参
考
に
し
た
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
政
策
で
あ

る
産
業
研
修
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
雇
用
許
可
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
ま

た
結
婚
に
よ
る
移
民
が
増
え
た
た
め
、
２
０
０
７
年
に
在
韓
外
国
人
処

遇
基
本
法
を
、２
０
０
８
年
に
は
多
文
化
家
族
支
援
法
が
公
布
さ
れ
た
。

多
文
化
政
策
が
法
令
と
し
て
定
め
ら
れ
、日
本
で
は
あ
ま
り
聞
か
れ
な

い
社
会
統
合
と
い
う
用
語
も
行
政
用
語
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
ま
た

多
文
化
家
族
支
援
セ
ン
タ
ー
が
全
国
各
地
に
２
０
０
以
上
設
立
さ
れ
、

韓
国
語
や
出
身
国
の
言
語
教
育
、子
ど
も
に
対
す
る
教
育
、
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
、
就
労
支
援
と
い
っ
た
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
。

社
会
的
企
業
育
成
法
と
い
う
法
律
も
２
０
０
７
年
に
制
定
さ
れ
、
社

会
的
使
命
を
持
つ
企
業
に
対
し
て
中
央
政
府
や
自
治
体
が
財
政
な
ど
幅

広
い
支
援
を
は
じ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
多
く
は
環
境
や
福
祉
部
門
に

焦
点
を
当
て
て
い
る
が
、
２
０
１
１
年
か
ら
多
文
化
支
援
も
社
会
的
企

業
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
移
民
が
経
営
す
る
カ
フ
ェ
や
レ

ス
ト
ラ
ン
な
ど
も
相
次
い
で
オ
ー
プ
ン
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
革
新
的
な
政
策
は
、
進
歩
的
な
政
権
で
あ
っ
た
金
大
中

や
廬
武
鉉
（
ノ
ム
ヒ
ョ
ン
）
大
統
領
の
在
任
中
に
次
々
と
進
め
ら
れ
た
。

多
文
化
家
族
支
援
セ
ン
タ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
移
住
労
働
者
や
移
民
に

対
す
る
支
援
や
社
会
企
業
を
担
っ
て
い
る
の
は
宗
教
組
織
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
・

Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
い
っ
た
市
民
組
織
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
対
抗
的
で
あ
っ
た

政
府
と
市
民
組
織
は
社
会
的
使
命
の
実
現
に
向
け
て
協
働
体
制
を
構
築

し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
独
裁
政
権
が
続
い
た
韓
国
に
お
い
て
、
政
策

の
大
き
な
転
換
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

２
０
０
８
年
、
こ
う
し
た
政
策
は
右
派
と
呼
ば
れ
る
李
明
博
政
権
に

な
っ
て
も
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
引
き
継
が
れ
た
。
李
明
博
政
権
は
経

済
政
策
を
重
要
視
し
、
過
去
の
進
歩
系
政
権
と
は
大
き
く
異
な
る
政
策

を
と
っ
て
き
た
。「
韓
国
７
４
７
」
計
画
に
よ
る
経
済
成
長
戦
略
、
そ

の
1
つ
と
し
て
の
自
由
貿
易
協
定
の
積
極
的
な
締
結
に
よ
る
輸
出
振
興

策
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
反
面
、
対
北
朝
鮮
政
策
は
重
要
視
さ
れ

な
く
な
り
、
廬
武
鉉
時
代
の
太
陽
政
策
と
は
大
き
く
異
な
る
政
策
を

と
っ
た
。
た
と
え
ば
延
坪
島
砲
撃
事
件
に
は
、
軽
視
さ
れ
た
北
朝
鮮
に

よ
る
抗
議
の
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

多
文
化
共
生
政
策
は
経
済
成
長
戦
略
を
遂
行
す
る
上
で
そ
れ
ほ
ど
重
要

な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。同
政
策
の
所
管
と
な
っ
て
い
る
女
性
家

族
部
は
、解
体
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
が
、根
拠
法
令
に
よ
り
政
策
は
継
続

し
た
。
と
は
い
え
、市
民
セ
ク
タ
ー
と
の
協
働
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
多

文
化
共
生
政
策
な
ど
は
、
逆
に
右
派
政
権
と
結
び
つ
く
こ
と
で
飼
い
慣
ら

さ
れ
る
と
い
っ
た
逆
説
的
な
現
象
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
か
つ
て
盛
ん
だ
っ

た
外
国
人
労
働
者
人
権
保
護
活
動
は
、
移
民
に
対
す
る
政
府
の
委
託
事
業

へ
と
と
っ
て
代
わ
り
、
予
算
の
つ
か
な
い
短
期
滞
在
の
労
働
者
に
か
ん
す

る
運
動
は
、
明
ら
か
に
下
火
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
研
究
も
同
様
で
あ

る
。
市
民
セ
ク
タ
ー
と
政
府
の
協
働
は
、
政
府
に
よ
っ
て
逆
に
市
民
セ
ク

タ
ー
が
飼
い
慣
ら
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
ま
た
市
民
運
動
の
大
き

な
転
換
点
と
な
っ
て
い
る
。
政
府
と
市
民
セ
ク
タ
ー
の
こ
れ
か
ら
の
関
係

を
考
え
る
上
で
も
、
12
月
の
選
挙
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。

（
研
究
第
四
部
嘱
託
研
究
員　

京
都
大
学
特
定
准
教
授　

安
里　

和
晃
）



▲移民を対象にした炊き出し。
企業ボランティアが活動を支えている

▲

 

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
集
住
地
区
に
お
け
る

日
曜
ミ
サ
。
神
父
さ
ん
も
パ
ワ
ー
ポ
イ

ン
ト
を
使
う
時
代
に
。

▲ 中国系、旧ソビエト系の朝鮮族を保護する
シェルター（ソウル）

▲ 中国朝鮮族、漢族、北朝鮮からの
移住労働者の集住地区

▲  8 月 15 日の光復節における
ソウル市内での集会にて
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◎年会費　 個人会員　1万円（学生は 5千円）　法人会員　5万円
◎特　典　・ 『グローブ』（季刊：年 4回発行）『年報』の無償送付。
　　　　　・  『研究紀要』 『人権問題研究叢書』の無償送付。
　　　　　・  「講座・人権ゆかりの地をたずねて」の無料受講。
　　　　　・  人権図書室所蔵の図書貸出サービス。
　　　　　・  当センター主催の講演会等への優先案内。
◎お問い合せ、お申込みは下記へ。

公益財団法人  世界人権問題研究センター
〒604-8221　 京都市中京区錦小路通室町西入天神山町290番地１
TEL 075-231-2600　FAX 075-231-2750
[URL]  http://www.mmjp.or.jp/jinken/[E-MAIL] jinken@kyoto.email.ne.jp

 定価　1,500円（税別） カバーデザイン：京都市立芸術大学　江尻紗耶未氏

※ 2012 年 11 月刊行

人権問題研究叢書　第7 号刊行

歴史のなかの女性の人権
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