
清
代
松
江
育
嬰
堂
の
経
営
責
態
と
地
方
一
世
合
同

夫

居
可

進

一

は

じ

め

に

二
育
嬰
堂
の
組
織
形
態

三

資
金
の
牧
支
と
育
嬰
の
実
績

四
援
嬰
事
業
と
城
銀
関
係

五

結

語

一一55-

』土

じ

め

tこ

清
代
の
育
嬰
事
業
が
ど
の
よ
う
に
し
て
始
ま
っ
た
の
か
、
に
つ
い
て
は
、
前
稿
「
善
舎
、
善
堂
の
出
護
」
、
「
清
代
前
期
の
育
嬰
事
業
」
で
す

(

1

)
 

で
に
述
べ
た
。
こ
の
な
か
で
、
育
嬰
堂
が
長
江
下
流
地
域
の
大
都
市
を
中
心
と
し
て
は
じ
ま
り
、
そ
の
地
の
豊
富
な
民
間
資
金
を
用
い
て
、
そ

の
地
の
社
曾
的
指
導
層
が
自
護
的
に
運
営
に
参
加
し
て
は
じ
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
通
常
、
彼
ら
地
方
社
舎
の
指
導
層
、
有
力

層
に
属
す
る
紳
士
や
一
商
一
人
は
、
善
舎
と
呼
ば
れ
る
一
幅
一
祉
圏
瞳
を
結
び
、
こ
の
善
舎
を
も
と
に
運
営
に
あ
た
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
、
園
家

l
地
方

官
に
命
じ
ら
れ
て
育
嬰
事
業
を
は
じ
め
た
一わ
け
で
は
な
か
っ
た
し
、
園
家
|
地
方
官
の
方
が
、
民
間
で
行
わ
れ
は
じ
め
成
長
し
て
ゆ
く
育
嬰
事

業
を
後
か
ら
追
い
か
け
る
形
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
、
育
嬰
事
業
と
園
家
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、
こ
れ
と
は
異
な
っ
た
考
え
方
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
仁
井
田
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陸
は
『
洪
江
育
嬰
小
識
』
と
い
う
清
代
光
緒
年
聞
に
湖
南
省
の
一
都
市
で
お
ご
な
わ
れ
た
育
嬰
事
業
の
資
料
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
園
家
は
洪

江
の
ギ
ル
ド
マ

l
チ
ャ
ン
ト
に
育
嬰
事
業
を

「
商
人
仲
間
は
自
分
た
ち
に
利
盆
を
も
た
ら
さ
ぬ
こ
と
を
、

「
お
し
つ
け
」
、

ま
た
「
一
商
業
利
潤
を
け
ず
り
と
っ
て
そ
の
運
営
に
あ
た
ら
せ
て
い
た
」
と
考
え

た
。
彼
は
、

わ
ざ
わ
ざ
自
ら
進
ん
で
賀
行
す
る
は
ず
は
な
い
」
と
考
え
、
園
家
が

(

2

)

 

い
や
が
る
民
間
人
に
む
り
や
り
こ
れ
を
お
し
つ
け
て
い
た
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
清
代
の
育
嬰
事
業
を
め
ぐ
る
園
家
と
地
方
祉
舎
の
民
間
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
二
つ
の
異
な
っ
た
考
え
方
が
併
存
す
る
こ
と
に

な
る
。
く
り
か
え
せ
ば
、

一
つ
は
、
清
代
の
育
嬰
事
業
は
、
も
と
も
と
園
家
l
地
方
官
が
行
う
べ
き
職
務
の
範
圏
内
の
も
の
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
彼
ら
の
怠
慢
に
よ
っ
て
、
一
商
人
ら
地
方
祉
舎
の
人
々
が
む
り
や
り
お
し
つ
け
ら
れ
、
肩
代
り
さ
せ
ら
れ
た
と
す
る
考
え
方
で
あ
り
、

あ
と

一
つ
は
、
清
代
の
育
嬰
事
業
は
、
も
と
も
と
一両
人
を
も
含
む
地
方
祉
舎
の
有
力
層
が
自
設
的
に
捲
っ
て
は
じ
ま
っ
た
も
の
で
、
園
家
1

地

方
官
は
む
し
ろ
民
間
で
進
展
す
る
事
業
を
追
い
か
け
、
か
っ
こ
れ
を
援
助
し
た
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
前
者
の
考
え
方
に
つ
い

て
は
、
二
つ
の
前
稿
に
よ
っ
て
、
す
く
な
く
と
も
清
代
前
期
と
い
う
時
代
に
は
、
紳
士
や
商
人
た
ち
が
ま
ち
が
い
な
く
自
ら
進
ん
で
賀
行
し
て

は
な
は
だ
安
雷
性
を
飲
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
ま
た
清
代
中
期
以
降
に
つ
い
て
見
て

い
た
の
で
あ
る
か
ら
、

一56ー

も
、
各
地
で
次
か
ら
次
へ
と
試
み
ら
れ
る
そ
の
初
期
の
段
階
を
と
っ
て
み
れ
ば
、

ほ
と
ん
ど
こ
の
考
え
は
嘗
て
は
ま
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
商
人
仲
間
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
紳
士
を
も
含
み
こ
ん
だ
都
市
の
指
導
層
、
有
力
層
に
よ
っ
て
、

と
、
園
家
が
特
に
命
じ
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
彼
ら
が
「
善
堂
」
を
次
か
ら
次
へ
と
建
て
て
い
っ
た
こ
と
を
一
般
論
と
し
て
否
定
し
去
っ
て

「
善
奉
」
が
自
設
的
に
な
さ
れ
た
こ

し
ま
え
ば
、
上
海
に
建
て
ら
れ
た
同
仁
輔
元
堂
と
い
う
一
つ
の
善
堂
が
、
な
ぜ
「
地
方
自
治
の
出
護
貼
」
と
な
り
え
た
の
か
、

お
よ
そ
不
可
解

な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
同
仁
輔
元
堂
を
出
護
黙
と
し
た
上
海
の
自
治
は
、
決
し
て
「
官
治
」
を
補
完
す
る
だ
け
の

「自
治
」
で

は
な
く
、
む
し
ろ

「官
治
」
と
封
抗
し
つ
つ
、

(

3

)

 

治
」
を
生
ん
だ
。
こ
れ
は
、
清
末
民
園
初
期
の
上
海
人
が
、
自
魔
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
仁
井
田
氏
に
示
さ
れ
る
考
え
方
は
、
そ
れ
が
一
般
論
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
時
、
は
な
は
だ
し
く
安
嘗
性
を
依
く
も
の
と
言
わ

本
来

「官
治
」

の
領
域
に
含
ま
れ
て
い
た
行
政
ま
で
も
積
極
的
に
取
り
込
も
う
と
す
る

自



ざ
る
を
え
な
い
が
、

し
か
し
、
全
く
誤
っ
た
も
の
と
言
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
、
地
方
吐
禽
の
人
々
が
園
家
1

地
方
官
か
ら
む
り
や

り
お
し
つ
け
ら
れ
て
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
、
と
見
な
す
ほ
か
な
い
事
態
も
、
現
買
に
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
地
方
位
舎
の
人
々
が
自
渡

的
に
と
り
く
む
育
嬰
事
業
が
一
方
に
存
在
し
、
ま
た
一
方
に
は
自
ら
の
護
憲
に
よ
ら
な
い
育
嬰
事
業
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
矛

盾
と
い
う
ほ
か
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
い
っ
た
い
何
故
、
生
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

育
嬰
事
業
を
め
ぐ
っ
て
、
園
家
|
地
方
官
と
民
間
人
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
か
、
さ
ら
に
康
め
て
言
え
ば
、
公
共
事
業
の
措
い
手

と
措
い
方
の
問
題
は
、
欧
米
と
日
本
の
影
響
を
受
け
つ
つ
近
代
に
入
る
ま
で
に
、
蓄
中
園
の
祉
舎
が
何
を
ど
こ
ま
で
準
備
し
て
い
た
の
か
を
明

ら
か
に
す
る
う
え
で
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
一
見
あ
い
矛
盾
す
る
か
に
見
え
る
事
態
を
解
き
ほ
ぐ
す
に
あ
た
っ
て
、
わ
れ
わ
れ

は
、
一
商
人
仲
間
は
自
分
た
ち
に
利
盆
を
も
た
ら
さ
ぬ
こ
と
を
自
ら
進
ん
で
や
る
は
ず
が
な
い
、
と
い
っ
た
前
提
を
も
う
け
る
こ
と
は
、
十
分
に

恨
む
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
、
育
嬰
事
業
は
「
清
朝
以
前
か
ら
政
府
自
ら
の
任
務
と
す
べ
き
行
政
の
一
部
分
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
表
向
き

の
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
い
っ
た
一
般
論
か
ら
出
護
す
る
の
も
、
避
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
、
園
家
の
育
嬰
政
策
と
そ
の
質
施
、
商
人

を
も
含
め
て
育
嬰
事
業
に
た
ず
さ
わ
る
人
々
の
心
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、

さ
ら
に
育
嬰
事
業
と
地
方
祉
舎
の
し
く
み
、
と
い
っ
た
質
態
そ
の
も
の
か

- 57一

ら
、
先
に
示
し
た
よ
う
な
矛
盾
H
南
面
が
何
故
あ
ら
わ
れ
た
の
か
、
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

清
代
育
嬰
堂
の
経
営
責
態
に
つ
い
て
は
、

拳
」
に
た
ち
む
か
う
人
々
の
思
想
や
心
理
に
つ
い
て
は
、
ま
た
稿
を
改
め
て
述
べ
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
さ
し
あ
た
り
、
園
家
の
政
策
や
「
善

人
」
た
ち
の
思
想
に
で
は
な
く
、
松
江
府
城
に
置
か
れ
た
一
つ
の
育
嬰
堂
の
経
営
に
事
例
を
と
り
、
こ
れ
を
支
え
た
地
方
社
曾
に
覗
貼
を
す
え

と
こ
ろ
が
、

ほ
と
ん
ど
擦
る
べ
き
研
究
が
な
い
情
況
で
あ
る
。

清
朝
園
家
の
育
嬰
政
策
や

「善

る
。
育
嬰
堂
経
営
の
貫
態
を
紹
介
し
つ
つ
、
な
ぜ
矛
盾
と
も
見
え
る
事
態
が
生
じ
る
の
か
、
自
愛
的
な
行
震
が
何
を
契
機
に
し
て
ど
の
よ
う
な

超
過
を
た
ど
っ
て
逆
の
も
の
に
轄
化
す
る
の
か
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
本
稿
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。

本
稿
の
課
題
の
第
二
は
、
第
一
の
課
題
と
密
接
に
関
連
す
る
が
、

さ
ら
に
育
嬰
事
業
と
い
う
公
共
事
業
を
め
ぐ
っ
て
、
各
都
市
が
具
瞳
的
に

481 

ど
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
結
ば
れ
て
い
た
の
か
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
前
稿
で
見
た
と
お
り
、
清
代
前
期
に
は
、
蘇
州
育
嬰
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堂
を
中
心
と
し
て
牢
径
約
一

0
0キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
育
嬰
事
業
圏
が
形
成
さ
れ
、
各
鯨
城
、
各
鎮
に
置
か
れ
た
留
嬰
堂
か
ら
嬰
児
た
ち
が

迭
ら
れ
て
来
て
い
た
。
清
代
中
期
以
後
に
な
っ
て
も
、
若
干
は
規
模
を
縮
小
し
な
が
ら
、
長
江
下
流
地
域
の
大
都
市
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
周
過
の

諸
都
市
か
ら
績
々
と
嬰
児
た
ち
が
迭
り
込
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
各
都
市
の
あ
い
だ
に
、
育
嬰
事
業
を
め
ぐ
る
何
ら
か
の
シ
ス
テ
ム
が
生
れ
る

の
は
、
首
然
で
あ
っ
た
。

醤
中
園
の
各
レ
ベ
ル
の
地
域
に
お
い
て
、
都
市
を
中
心
と
し
て
ど
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
あ
っ
た
の
か
、

に
つ
い
て
は
、

た
と
え
ば

G
-w

ス
キ
ナ
ー
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
考
え
方
が
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
彼
は
い
わ
ゆ
る
中
心
地
論
に
よ
っ
て
都
市
を
中
心
地
と
見
な
し
、

そ
れ
が
携
う
機
能
に
よ
っ
て
、
経
済
的
中
心
地
と
行
政
的
中
心
地
の
二
つ
に
概
念
の
上
で
匡
別
し
た
。
そ
し
て
、

さ
ら
に

一
つ
の
地
域
に
お
い
て
、
(
扇

取
引
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
の
下
で
、
経
済
的
中
心
地
の
あ
い
だ
で
結
ぼ
れ
る
関
係
を
経
済
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
!
と
呼
び
、
園
家
の
行

(
4〉

政
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
の
下
で
、
行
政
的
中
心
地
の
あ
い
だ
で
結
ぼ
れ
る
関
係
を
官
僚
的
、
行
政
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
!
と
呼
ん
だ
。

本
稿
は
も
ち
ろ
ん
、
地
域
の
シ
ス
テ
ム
や
各
レ
ベ
ル
の
都
市
(
中
心
地
)
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ

ー
そ
の
も
の
を
問
題
に
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
第

一
の
課
題
が
育
嬰
事
業
を
め
ぐ
る
園
家
と
地
方
杜
曾
と
の
関
係
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
で
あ
る
以
上
、

一
地
域
の
育
嬰
事
業
を
め
ぐ
っ
て
行
政

。。

的
な
要
因
と
経
憤
的
な
要
因
が
ど
の
よ
う
に
絡
み
あ
い
、
各
都
市
の
あ
い
だ
で
ど
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
、
統
合
が
な
り
た
っ
て
い

に
つ
い
て
も
、
初
歩
的
な
考
察
を
加
え
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
都
市
研
究
と
か
城
鎮
研
究
と
か
名
附
け
ら
れ
た
研

た
の
か
、

究
は
こ
れ
ま
で
数
多
い
が
、
各
都
市
の
あ
い
だ
で
公
共
事
業
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
な
関
係
を
と
り
結
ん
で
い
た
の
か
、

と
い
っ
た
研
究
な

ど
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
中
心
的
に
用
い
る
資
料
は
『
松
江
育
嬰
堂
徴
信
録
(
同
治
八
年
九
年
)
』

(

5

)

 

せ
た
書
物
で
あ
る
。
本
論
に
入
る
前
に
、

と
い
う
、

松
江
育
嬰
堂
の
規
則
集
と
禽
計
報
告
と
を
合
わ

『
松
江
育
嬰
堂
徴
信
録
』
が
編
纂
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
、
簡
皐
に
述
べ
て
お
く
。

松
江
府
城
は
威
盟
十
年
(
一
八
六
O
)、
太
卒
天
園
軍
に
よ
っ
て
占
接
さ
れ
、
さ
ら
に
同
治
元
年
三
八
六
二
)
ま
で
合
計
三
回
に
わ
た
っ
て
援

(
6〉

飽
に
ま
き
こ
ま
れ
た
。
こ
の
た
め
育
嬰
堂
の
器
物
は
す
べ
て
今無
く
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
擾
凱
に
よ
る
潰
滅
的
な
打
撃
の
あ
と
を
受
け



て
、
松
江
育
嬰
堂
は
同
治
七
年
(
一
八
六
八
〉
か
ら
再
建
が
は
か
ら
れ
、
か
く
し
て
八
年
度
、
九
年
度
の
曾
計
報
告
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら

同
治
五
年
(
一
八
六
六
)
、
御
史
林
式
恭
の
上
奏
を
受
け
、

「各
州
鯨
に
し
か
と
命
じ
、
富

裕
な
紳
士
に
設
き
勧
め
、
贋
く
育
嬰
の
施
設
を
設
け
さ
せ
、
適
切
に
牧
養
を
お
こ
な
う
よ
う
に
」
と
の
上
識
が
出
さ
れ
た
こ
と
を
お
そ
ら
く
あ

(
7〉

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
二
つ
の
要
因
は
、
こ
の
資
料
の
性
格
を
決
定
づ
け
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
育
嬰
事
業
の
性
格
に

に
、
再
建
策
が
は
か
ら
れ
た
一
つ
の
要
因
と
し
て
、

も
大
き
な
影
響
を
輿
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

育
嬰
堂
の
組
織
形
態

は
じ
め
に
、
松
江
育
嬰
堂
が
創
設
さ
れ
た
嘉
慶
十
四
年
(
一
八
O
九
)
ま
で
遡
り
、
そ
れ
が
嘗
初
に
は
ど
の
よ
う
な
組
織
形
態
を
と
り
、
ど
の

よ
う
に
運
営
さ
れ
て
い
た
の
か
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

松
江
育
嬰
堂
は
、
康
照
十
三
年
三
六
七
四
)
に
は
じ
ま
る
が
、
そ
の
後
二
度
に
わ
た
っ
て
輿
慶
を
く
り
か
え
し
、
嘉
慶
十
四
年
ハ
一
八

O
九
)

に
改
建
さ
れ
る
。
こ
れ
が
、
同
治
年
閉
ま
で
縫
績
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

『
松
江
育
嬰
堂
徴
信
録
』
に
こ
の
時
の
関
係
資
料
を
そ
の
ま
ま
牧
鋒
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す
る
の
も
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。

嘉
慶
十
四
年
、
松
江
府
下
七
鯨
の
紳
士
十
八
名
は
、
各
人
の
寄
附
(
指
)
に
よ
っ
て
銭
四

0
0
0千
文
が
集
ま
っ
た
の
で
、

〈

8
)

育
嬰
堂
を
建
て
た
い
む
ね
申
請
し
た
。
申
請
を
受
け
た
華
亭
・
婁
爾
鯨
の
知
鯨
は
こ
れ
を
認
可
し
、
着
工
の
は
こ
び
と
な
る
。
彼
ら
は
さ
ら

こ
れ
を
も
と
に

に
、
建
設
工
事
に
妨
害
が
入
ら
ぬ
よ
う
官
憲
の
保
護
を
要
請
す
る
と
と
も
に
、
育
嬰
堂
を
運
営
す
る
た
め
の
規
則
(
規
篠
)
の
原
案
を
提
出
し
、

そ
の
審
議
と
批
准
を
あ
お
い
だ
。
建
設
の
申
請
と
規
則
の
原
案
は
、
南
知
鯨
、
知
府
、
布
政
司
、
組
督
、
巡
撫
、
皐
政
、
按
察
司
、
分
巡
道
、

提
督
に
そ
れ
ぞ
れ
回
迭
さ
れ
、
基
本
的
な
合
意
を
得
る
。
各
官
鹿
の
批
准
を
へ
て
最
終
的
に
決
定
さ
れ
た
規
則
が
、
同
じ
く
『
松
江
育
嬰
堂
徴

信
銀
』
に
載
せ
る

「雲
間
育
嬰
堂
規
燦
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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原
案
は
、
主
に
二
つ
の
黙
で
修
正
を
加
え
ら
れ
る
が
、
う
ち
一
黙
は
育
嬰
堂
の
経
営
形
態
に
か
か
わ
る
重
要
な
チ
ェ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
婁
鯨
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知
牒
は
述
べ
る
。

原
案
の
規
則
は
、

は
な
は
だ
安
嘗
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
事
業
は
民
聞
の
寄
附
に
よ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
民
閉
経
営
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
(
是
翠
係
腐
民
摘
、
必
須
民
緋
〉
。
員
心
か
ら
経
営
に
あ
た
る
の
で
あ
れ
ば
、
浪
費
を
心
配
す
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
も
し
ひ
と
た

び
、
官
臆
の
下
役
人
(
街
門
書
役
〉
が
検
査
に
名
を
か
り
て
陰
で
賄
賂
を
取
り
、
こ
れ
が
年
々
重
な
っ
て
ゆ
け
ば
、

経
費
は
足
り
な
く
な
っ

て
し
ま
う
。
初
め
こ
そ
銀
や
米
の
上
ま
え
を
は
ね
る
だ
け
だ
が
、
そ
の
う
ち
自
分
で
勝
手
に
支
出
す
る
よ
う
に
な
り
、
善
奉
は
ゆ
く
ゆ
く

弊
政
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
原
案
で
議
す
る
と
こ
ろ
の
「
毎
月
、
官
が
検
査
し
て
交
付
す
る
」
と
い
う
部
分
は
、
断
じ
て
行
っ
て

は
な
ら
な
い
。
行
い
正
し
く
か
っ
慎
重
な
者
を
推
挙
し
、
自
分
ら
で
経
営
を
行
う
の
が
よ
ろ
し
い
。

原
案
で
は
育
嬰
堂
で
毎
月
必
要
と
す
る
資
金
を
、
官
が
中
聞
に
入
っ

て
検
査
を
し
た
う
え
で
交
付
す
る
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
、
知
懸
は
こ

れ
を
否
定
し
て
い
る
。
彼
は
、
育
嬰
堂
の
経
営
に
ひ
と
た
び
官
が
介
入
す
れ
ば
、

せ
っ
か
く
の
善
奉
も
必
然
的
に
弊
害
を
生
む
こ
と
と
な
る
と
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批
判
し
、
あ
く
ま
で
民
摘
で
あ
る
な
ら
民
掛
で
あ
る
べ
き
だ
、
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
主
張
は
、
江
蘇
巡
撫
の
批
語
に
お
い
て

自
ら
で
経
営
を
な
し
(
自
魚
経
理
〉
、
官
が
検
査
に
名
を
か
り
で
下
役
人
が
た
か
り
取
る
と
い
っ
た
弊
を
生
む
こ
と
の
な
い
よ
う
に
。

と
表
現
さ
れ
、
ま
た
按
察
司
の
批
語
に
、

官
が
経
営
を
な
し
て
は
い
け
な
い
(
不
得
官
畳
間
経
理
)
。
こ
う
し
て
め
ん
ど
う
な
事
が
生
ま
れ
る
の
を
塞
ぐ
よ
う
に
。

と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
知
豚
、
按
察
司
、
巡
撫
の
三
者
と
も
、

「
官
矯
経
理
」
リ
{
自
営
・
官
掛
と
「
民
魚
経
理
」

H
民
営
・
民
掛
と
は
封
立
す
る
も

の
と
し
て
考
え
、
育
嬰
堂
が
「
官
篤
経
理
」
で
あ
れ
ば
弊
蓄
を
生
む
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
主
張
が
な
さ
れ
た
の
は
、
社
倉
や
義
倉
の

経
営
だ
け
で
は
な
く
、
育
嬰
事
業
を
含
め
た
「
善
翠
」
に
官
が
介
入
し
は
じ
め
る
と
、
大
き
な
弊
害
を
す
で
に
生
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
批
准
を
受
け
た
七
懸
の
紳
士
た
ち
も
、

「
雲
間
育
嬰
堂
規
僚
」
の
冒
頭
第
一
候
で



一
、
松
江
育
嬰
堂
は
完
全
に
慈
善
家
お
の
お
の
の
寄
附
で
再
建
し
た
も
の
で
あ
る
。
公
需
(
官
費
〉
を
受
け
と
ら
な
い
こ
と
を
皆
で
と
り

決
め
る
。

と
、
官
費
を
あ
て
に
せ
ず
、
官
費
を
受
け
と
ら
な
い
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
の
俊
文
で
、

一
、
こ
の
事
業
は
、
民
聞
の
資
金
と
民
間
人
の
経
営
(
民
掲
民
緋
〉
に
よ
る
。
帳
簿
を
作
成
し
て
官
に
報
告
す
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、

自
分
の
心
に
信
じ
ら
れ
る
こ
と
も
、
人
に
信
じ
て
も
ら
え
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
だ
か
ら
毎
年
、
牧
入
と
支
出
の
曾
計
報
告
を
お
こ
な

い
、
『
徴
信
録
』
を
護
行
し
て
分
迭
す
る
ほ
か
、
日
を
選
ん
で
各
董
事
〈
理
事
〉
お
よ
び
司
籍
・
司
察
の
者
を
集
め
、
同
じ
く
東
獄
廟
と

松
江
府
城
陸
廟
に
赴
き
、
神
々
に
誓
い
を
あ
げ
、
『
徴
信
録
』
を
焚
化
し
て
神
々
に
報
告
し
、
も
っ
て
公
正
を
明
ら
か
に
し
、
物
議
を
消

し
去
る
も
の
と
す
る
。

と
規
定
し
て
い
る
。
官
が
事
業
に
開
興
せ
ず
、
曾
計
報
告
の
義
務
も
な
い
の
だ
か
ら
、
不
正
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
の
は
官
で
は
あ
り
え
な
い
。
ほ

『
徴
信
録
』
が
護
行
さ
れ
、
今
に
残
る
の
も
、
全
く
こ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
嘉

慶
年
聞
に
松
江
で
生
ま
れ
た
育
嬰
堂
も
、
清
代
前
期
の
も
の
と
全
く
同
じ
く
、
典
型
的
な
善
曾
組
織
を
そ
の
基
礎
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

か
な
ら
ぬ
自
分
た
ち
仲
間
同
士
で
貼
検
し
あ
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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「
雲
間
育
嬰
堂
規
篠
」
に
よ
り
な
が
ら
、
護
足
首
時
の
組
織
形
態
を
推
定
し
、
表
に
し
た
の
が
、
表
1
A
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
設
足
首
時
の
組
織
は
は
な
は
だ
簡
素
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
司
年
と
司
月
は
、
「
堂
董
」
と
か
「
董
事
」
と
か
呼
ば
れ
る
人
々
で

さ
ら
に
、

あ
っ
て
、
司
堂
、
司
察
等
の
人
々
と
は
全
く
違
う
。
最
も
遣
う
の
は
、
司
年
と
司
月
が
無
給
で
あ
る
の
に
射
し
て
、
司
堂
以
下
は
有
給
で
あ
る
、

つ
ま
り
雇
わ
れ
た
者
で
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
司
年
、
司
月
と
呼
ば
れ
る
人
々
は
、

ま
た
「
同
人
」
と
も
呼
ば
れ
る
人
々
で
あ
っ
て
、
司
堂
以

下
が
同
人
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
司
年
、
司
月
は
誰
で
も
な
り
う
る
の
で
は
な
く
、
育
嬰
事
業
に
自
設
的
に
参
加
し
ま
す
と
仲
間
と

神
々
に
誓
っ
た
彼
ら
同
人
だ
け
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
一
年
あ
る
い
は
何
箇
月
と
期
限
を
も
う
け
て
、
輪
番
か
互
選
で
こ
の
職
に
就
い
て
い
た
の

で
あ
る
。
年
度
ご
と
あ
る
い
は
数
年
に
必
ず
一
度
は
出
版
さ
れ
る
『
徴
信
録』

を
受
け
と
り
、
そ
こ
に
不
正
が
隠
れ
て
い
な
い
か
貼
検
し
た
の
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も
、
彼
ら
同
人
で
あ
っ
た
。
同
人
と
い
う
も
の
を
過
去
に
遡
れ
ば
、
明
末
の
同
善
舎
で
「
善
友
」

「
曾
友
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
、
放
生
禽
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松江育嬰堂の組織形態

B:同治 8年(1869)頃

(司事 ・蓋事) C在堂開公〉

一内堂乳婦
(30人〉

一司 帳
( 1人〕

一司 飽察一司分察
( 1人) (4 ~ 5人〉

一司嬰籍
( 1人〉

一司 薬房
( 1人〉

一司 衣房
( 1人〉

一司堂雑務値堂竃
( 1人) (数人〉

一女司事一
( 1人〕

一専司内育ー
( 1人〉

一接嬰乳婦

一東堂董事一
( 1人〉
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月ハ川
⑦=刀、

年
ハ
~

①
司

μ

一外領乳婦
(多数〉
可倉帳ー倉 工
(2人) (数人)

一司催租
(6人〉

一司倉雑務
( 1人〉

一司損(牧願〉
( 1人〉

臨時に

ここも、

① 司年:育嬰堂の総責任者。一年任期

で順番に交代。

② 司月・司年を助け順番に交代。

③ 司堂:毎年給輿24千文。育嬰堂の庶

務係。育嬰堂の鍵を管理し，嬰児の出

入には必ず立ち合う。

④ 司察:毎年給興12千文，のち18千文

に増額。寄養先の嬰見の成長情況を査

察。嬰児が病気の時は留者に連絡をと

り，ともに寄養先へ出かける。

⑤ 司籍:毎年給輿24千文。育嬰堂の経

理舎計。《枚嬰朋))((芋L糧朋))((衣服朋》

((経嬰朋))((牧願朋))((三連印票))((循環

簿》を管理する。

⑤枚願 毎 月 給 興 1千文。月 2回，摘(寄附〉を願う家へ集金におもむし

⑦値堂竃:毎月給輿700文。育嬰堂の雑役 ・炊事を搭蛍。

③ 援嬰婦:毎月給輿400文，給米 3斗。育嬰堂に連れてこられた嬰児を接受し，

字しを輿える。

⑨字L婦 :毎月給輿700文，のち800文に増額。育嬰堂と契約を結んで自宅で待ち，

ら迭られて来る嬰児 1人を育てる。

事董
O

A
百点

上

西

(

事
〕ーノ

董
明

(
放
生
社
〉
で
「
合
同
友
」

「
社
友
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
も
の
が
こ
れ
に
あ
た

(
9〉

る
。
彼
ら
は
、
も
と
も
と

自
ら
進
ん
で
善
舎
と
い
う

結
祉
に
集
う
も
の
で
あ
っ

た
か
ら
、
嘗
然
に
無
給
で

あ
っ
た
。
こ
の
貼
で
も
、

松
江
育
嬰
堂
は
典
型
的
な
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善
堂
と
し
て
出
設
し
た
の

で
あ
る
。

さ
て
、
司
年
や
司
月
と

な
っ
た
同
人
は
、
き
わ
め

て
多
忙
で
あ
っ
た
。

「
安
司

開
育
嬰
堂
規
僚
」
に
記
さ

れ
た
と
お
り
に
寅
行
す
る

と
す
れ
ば
、
司
年
は
寄
附

の
金
額
、
銀
銭
で
納
入
支

出
さ
れ
る
小
作
料
や
税
、



さ
ら
に
何
に
ど
れ
だ
け
使
う
か
、

何
を
ど
う
す
べ
き
か
な
ど

一
切
を
掌
握
し
、
ま
た
、
毎
月
一
日
と
十
五
日
、
乳
婦
に
給
料
を
わ
た
す
二
日
と

十
六
日
に
は
、
必
ず
育
嬰
堂
へ
や
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
司
月
は
、
必
ず
常
時
育
嬰
堂
に
居
り
、
毎
日
の
夕
方
に
は
そ
の
日
の
支
出
を

貼
検
し
、
ま
た
毎
月
二
日
と
十
六
日
は
非
番
の
司
月
と
と
も
に
育
嬰
堂
に
て
事
務
を
と
り
、
さ
ら
に
毎
月
の
嬰
児
の
出
入
に
つ
い
て
貼
検
を
加

え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
ま
ご
ま
し
た
仕
事
は
、

寅
際
に
は
彼
ら
が
雇
っ
た
司
堂
た
ち
に
さ
せ
て
い
た
が
、
有
給
で
な
い
う
え
に
商
業
な
ど

の
本
職
を
持
っ
て
い
た
り
、

ま
た
生
員
と
し
て
塾
の
数
師
な
ど
を
し
な
が
ら
自
ら
も
受
験
勉
強
に
は
げ
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
司
年

や
司
月
に
就
く
こ
と
は
彼
ら
に
な
か
な
か
大
き
な
負
措
で
あ
っ
た
ろ
う
。
自
渡
的
に
参
加
し
た
彼
ら
は
、
寄
附
金
を
出
す
だ
け
で
よ
か
っ
た
の

で
は
な
く
、
自
分
の
瞳
と
力
も
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
自
設
的
な
参
加
者
に
よ
る
民
榔
と
い
う
形
態
は
、
事
業
が
準
展
し
擁
大
し
て
ゆ
く
な
か
で
、

る
。
開
設
後
十
年
ほ
ど
を
鰹
て
、

い
く
つ
か
の
問
題
を
生
ん
だ
よ
う
で
あ

「
道
光
元
年
重
議
内
規
」
が
一
新
し
く
定
め
ら
れ
た
の
は
、
新
た
な
事
態
に
割
臨
服
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
民
鮒

と
い
う
問
題
、
言
い
か
え
れ
ば
同
人
に
よ
る
経
営
と
い
う
問
題
だ
け
に
限
っ
て
み
て
も
、
新
し
い
規
則
集
で
は
、
司
年
と
司
月
の
ほ
か
に
、
司

総
と
い
う
職
を
ま
ず
加
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
あ
る
一
篠
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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一
、
司
年
、
司
月
、
司
総
は
す
べ
て
堂
董
で
あ
り
、
員
心
か
ら
事
務
を
と
る
人
で
あ
る
。
と
も
に
俸
給
は
支
給
し
な
い
。

:
:
:
か
り
に
所

用
で
地
方
へ
出
た
り
、
自
分
に
よ
く
わ
か
ら
ぬ
問
題
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
同
人
に
代
理
し
て
く
れ
る
よ
う
心
か
ら
た
の
む
べ
き

で
あ
っ
て
、
局
外
の
者
に
代
っ
て
も
ら
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
も
し
、
こ
の
規
定
に
違
え
ば
、
討
議
の
う
え
で
慮
罰
す
る
。

ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
る
。

一
、
育
嬰
堂
が
良
田
を
増
置
し
た
の
は
、
す
べ
て
同
人
が
苦
心
し
て
成
し
と
げ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、

多
く
の
嬰
見
た
ち
の
永
久
の
財
産
で

あ
る
。
今
後
、
董
事
会
』
交
替
さ
せ
る
時
に
は
、
同
人
が
掛
酌
し

一
同
に
て
保
撃
す
る
も
の
と
し
、
自
分
で
勝
手
に
こ
れ
に
あ
た
る
の
を
許

さ
な
い
。
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こ
の
二
僚
か
ら
も
、
す
で
に
嘉
慶
十
四
年
の
規
則
集
で
見
た
の
と
同
様
に
、
松
江
育
嬰
堂
の
経
営
が
決
し
て
園
家
か
ら
お
し
つ
け
ら
れ
た
も
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営
形
態
そ
の
も
の
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
か
も
、

の
で
は
な
く
、
同
人
た
ち
自
ら
の
護
憲
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
護
足
か
ら
十
齢
年
を
へ
て
、
民
掛
と
い
う
運

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
十
分
譲
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
同
人
の
中
に
は
、
司
年
、
司
月
、
司
穂
と
い
っ
た
職
に
つ
き
た
が
ら
ず
、
局
外
者
に
代
理
を
頼
む
も
の
や
、
逆
に
育
嬰
堂
の
資
産
を

ね
ら
っ
て
で
あ
ろ
う
、
自
分
で
勝
手
に
董
事
に
つ
こ
う
と
す
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
同
人
た
ち
は
、
新
し
い
情
勢
に
封
し
て
、
あ
く
ま

で
護
足
首
初
の
精
神
と
経
営
の
方
式
と
を
守
り
績
け
て
ゆ
こ
う
と
確
認
し
あ
っ
て
い
る
。

問
題
は
、
民
排
と
い
う
経
営
の
あ
り
方
に
生
ま
れ
て
い
た
だ
け
で
は
な
い
。
民
開
と
表
裏

一
睦
の
関
係
に
あ
っ
た
民
摘
に
も
、
大
き
な
問
題

が
生
じ
つ
つ
あ
っ
た
。
ほ
か
で
も
な
い
、
資
金
不
足
、
資
金
調
達
の
問
題
で
あ
る
。

て
数
年
来
、
経
費
が
不
足
し
て
い
る
。
わ
が
同
人
た
ち
す
べ
て
で
自
腹
を
切
っ
て
た
て
か
え
て
い
る
が
、
す
で
に
ゆ
き
づ
ま
り
を
見
せ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
ま
ご
ま
し
た
臨
時
の
出
費
は
克
れ
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
従
前
ど
お
り
自
腹
を
切
っ
て
育
嬰
堂
の
基
金
を
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補
助
す
べ
き
で
あ
る
。
公
議
に
よ
っ
て
、
司
年
は
銭
二
十
千
文
出
し
、
司
月
は
十
千
文
出
す
こ
と
と
し
、
育
嬰
堂
が
必
要
な
費
用
に
充
て

る
こ
と
と
す
る
。

「
道
光
元
年
重
議
内
規
」
に
見
え
る
と
お
り
、
十
数
年
を
へ
た
育
嬰
堂
に
生
ま
れ
た
の
は
、
事
業
の
荷
い
手
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
資
金

の
問
題
で
も
あ
っ
た
。
資
金
の
不
足
分
を
司
年
や
司
月
と
い
っ
た
嘗
番
に
あ
た
っ
た
者
に
肩
代
り
さ
せ
、
義
務
と
し
て
出
さ
せ
よ
う
と
す
る
の

は
、
そ
の
後
の
展
開
を
見
れ
ば
、
事
業
に
あ
た
る
こ
と
自
睦
を
義
務
化
、
絡
役
化
す
る
危
険
を
み
.
す
か
ら
生
み
出
す
も
と
で
あ
っ
た
。
と
も
か

く
彼
ら
同
人
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
設
足
首
初
か
ら
績
け
て
き
た
民
耕
民
摘
と
い
う
方
式
を
さ
ら
に
績
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

東
堂
規
篠
」

し
か
し
、
そ
れ
か
ら
四
十
七
年
へ
た
同
治
七
年
(
一

八
六
八
)
、
前
の
二
つ
の
規
則
集
を
も
と
に
改
定
を
加
え
た
「
同
治
七
年
十
月
揮
要
酌
議

「
同
治
七
年
十
月
揮
要
酌
議
西
堂
規
篠
」
に
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
と
は
か
な
り
様
子
が
ち
が
っ
て
く
る
。
ま
ず
、
新
し
い
規
則
集

を
も
と
に
、
新
し
い
組
織
形
態
を
固
で
あ
ら
わ
し
て
み
よ
う
(
表
1
B
Y

表
1
B
を
A
と
比
較
す
る
と
、
組
織
が
著
し
く
複
雑
に
な
り
細
分
化
し
て
い
る
こ
と
が
、

は
っ
き
り
わ
か
る
。
そ
の
う
ち
最
も
顕
著
な
も
の



と
し
て
、
も
と
二
人
の
司
月
で
分
指
し
て
い
た
事
務
が
、
東
堂
と
西
堂
に
分
離
し
た
こ
と
を
奉
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
分
離
以
後
、
西
堂
董
事

と
彼
が
統
率
す
る
職
員
た
ち
の
仕
事
は
、
牧
入
を
措
嘗
す
る
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
い
、
彼
ら
は
賓
際
の
嬰
児
た
ち
と
一
切
接
舗
を
も
た
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
逆
に
東
堂
董
事
に
率
い
ら
れ
る
人
々
は
、
も
っ
ぱ
ら
支
出
と
賞
際
の
育
嬰
を
措
嘗
す
る
こ
と
と
な
り
、
資
金
の
調
達
な
ど
を
気

に
か
け
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
同
治
七
年
の
規
則
集
に
見
え
る
職
名
の
多
く
は
、
す
で
に
「
道
光
元
年
重
議
内
規
」
に
も
ほ
と
ん
ど
見
え
て
お

り
、
そ
の
頃
か
ら
す
で
に
複
雑
な
組
織
形
態
が
生
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
同
治
七
年
の
規
則
集
と
道
光
元
年
の
規
則
集
と
を
比
較
し
て
最
も
大
き
く
違
っ
て
い
る
の
は
、
道
光
元
年
の
規
則
集
に
は
何
度
も

出
て
き
た
「
同
人
」
と
い
う
言
葉
、
そ
し
て
「
司
年
」
「
司
月
」
と
い
う
職
名
が
、
同
治
七
年
の
そ
れ
に
は
一
度
と
し
て
出
て
こ
な
い
こ
と
で

あ
る
。
三
つ
の
規
則
集
は
屋
上
に
屋
を
重
ね
る
よ
う
に
作
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
贋
止
や
統
合
を
記
さ
な
い
が
、
司
年
や
司
月
と
い
う
職
名
が

見
え
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
が
お
そ
ら
く
底
止
さ
れ
た
か
、
慣
に
存
績
し
て
い
て
も
全
く
別
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語

と
言
う
の
は
、
以
下
の
理
由
に
よ
る
。

『
松
江
育
嬰
堂
徴
信
録
』
に
は
同
治
八
年
度
九
年
度
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
寅
際
に
育
嬰
堂
に
か
か
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っ
て
い
る
。

わ
っ
た
人
々
の
名
前
が
、

「
司
事
姓
氏
」
と
「
在
堂
掛
公
姓
氏
」
と
い
う
見
出
し
の
下
に
列
記
さ
れ
て
い
る
。
在
堂
緋
公
姓
氏
と
し
て
見
え
る

者
は
、
す
べ
て
司
帳
や
司
嬰
籍
と
い
う
事
務
職
を
持
つ
者
で
あ
る
か
ら
、
司
事
姓
氏
と
し
て
見
え
る
人
々
は
こ
れ
と
全
く
違
う
人
々
、
つ
ま
り

系
譜
的
に
見
れ
ば
か
つ
て
の
司
年
、
司
月
に
あ
た
る
人
々
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
司
年
、
司
月
が
董
事
と
呼
ば
れ
た
よ
う
に
、
司

事
姓
氏
に
名
前
を
連
ね
る
人
々
も
董
事
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
ら
は
董
事
で
あ
り
司
事
で
あ
っ
て
も
、
決
し
て
本
来
の

一
意
味
で
の
司
年
や
司
月
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
同
治
九
年
分
の
司
事
姓
氏
に
あ
る
四
人
は
、
す
べ
て
八
年
分
に
列
記
さ
れ
る
五
人
の

名
前
の
中
に
も
重
複
し
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
列
記
の
順
番
が
饗
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
彼
ら
四
人
は
、
二
年

聞
に
わ
た
っ
て
ず
っ
と
董
事
で
あ
り
績
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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司
年
、
司
月
が
底
止
さ
れ
て
い
た
、
あ
る
い
は
慶
賀
し
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
と
表
裏
一
瞳
を
な
す
「
同
人
」
と
い
う
言
葉
が
、
新
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し
い
規
則
集
の
中
に
一
度
と
し
て
あ
ら
わ
れ
な
い
の
も
、
ま
た
嘗
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
同
治
七
年
に
は
、

か
つ
て
の
よ
う

に
同
人
が
交
代
し
て
経
営
に
あ
た
る
と
い
う
方
式
は
、
す
で
に
康
止
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。
か
つ
て
、
道
光
元
年
に
そ
の
績
行
を

確
約
し
た
は
ず
の
、
こ
の
普
曾
に
よ
る
結
社
に
よ
る
経
営
方
式
は
、
す
で
に
腰
止
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、

か
わ
っ
て
あ
る
特
定
の
人
物
が

二
年
以
上
績
け
て
経
営
に
あ
た
る
と
い
う
方
式
に
饗
っ
て
い
た
。
四
人
あ
る
い
は
五
人
の
董
事
の
う
ち
、
代
表
格
で
あ
る
仇
痢
台
は
育
嬰
堂
の

再
建
に
あ
た
っ
た
中
心
人
物
で
あ
り
、
か
つ
て
翰
林
院
庶
吉
士
を
も
勤
め
た
こ
と
も
あ
る
か
ら
、
無
給
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
あ
と
一
一
一

門
家
が
俸
給
を
受
け
な
が
ら
、

人
あ
る
い
は
四
人
が
無
給
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
質
際
、
清
末
に
な
る
と
、
大
き
な
善
堂
で
は
し
ば
し
ば
善
堂
を
経
営
す
る
専

し
か
も
董
事
と
い
う
肩
書
き
を
帯
び
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
、
嘉
慶
十
四
年
の
「
雲
間
育
嬰
堂
規
篠
」
、
「
道
光
元
年
重
議
規
篠
」
、
「
同
治
七
年
十
月
揮
要
酌
議
東
堂
規
篠
・
西
堂
規
候
」
の
三
つ
を

比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
約
六
十
年
聞
の
な
か
で
松
江
育
嬰
堂
の
経
営
形
態
が
ど
の
よ
う
に
饗
遷
し
た
の
か
、
育
嬰
堂
そ
れ
自
瞳
が
、
ど
の

よ
う
な
問
題
を
内
在
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
、

お
お
よ
そ
把
握
で
き
た
。
た
し
か
に
同
治
八
年
、
九
年
の
育
嬰
堂
経
営
も
「
民
掛
」
で
あ
っ
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た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
官
榔
」
で
は
な
い
、
と
い
う
一
意
味
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
開
設
期
の
そ
れ
と
は
全
く
違
う
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
次
に
紹
介
す
る
同
治
八
年
度
、
九
年
度
の
舎
計
報
告
と
育
嬰
の
貫
績
も
、
こ
の
よ
う
な
「
民
緋
」
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
、
以
上
に
よ
っ
て
ま
ず
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

資
金
の
牧
支
と
育
嬰
の
貫
績

次
に
、

『
松
江
育
嬰
堂
徴
信
録
』
の
眼
目
で
あ
る
曾
計
報
告
と
育
嬰
の
貫
績
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、
同
治
八
年
(
一
八
六
九
〉
度
、

に
記
さ
れ

同
治
九
年
ハ
一
八
七
O
)
度
の
雨
年
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
出
入
組
敷
を
こ
の
『
徴
信
録
』

る
と
お
り
の
ま
ま
掲
げ
る
と
、
表
2
の
と
お
り
で
あ
る
。
八
年
の
牧
入
支
出
規
模
は
と
も
に
約
八

O
O
O千
文
、
九
年
の
そ
れ
は
と
も
に
約
一

八
年
分
に
生
ま
れ
た
わ
ず
か
な
赤
字
は
九
年
分
で
補
填
さ
れ
、
さ
ら
に
一
六
千
九
四
七
文
が
徐
り
、
翌
年
へ
繰
り
越
さ
れ
て
い
る
。

高
千
文
、



491 

同治 8年度.9年度牧入・支出組、敷〈車位:銭文〉

一ー一一一ーーー~ー~ 同治 8年枚入総数 同治 9年収入総数

枚租息項下 5，280，216文 7，673，916文

枚官損項下 1，636，435グ 1， 621， 836// 

牧善姓損項下 959，850// 1，125，302グ

収米行提掲項下 176，285// 266，032グ

(線枚入〉 8，052，786グ 10，687，086グ

一一一一一一一一 同治 8年支出総数 同治 9年支出総数

支在倉開除項下 1，235，397文 1，254，857文

支正月至10月〔閏10月〉在堂開除 5， 233， 354// 6， 825， 074// 

支前年11・12月在堂開除 1，188，085グ

支嬰衣尿布鮭磯帽子布疋項下 856，140// 1，138，768グ

支置産加組項下 781，250グ 210，000// 

支腸還前年不足銭 53，355グ

(総支出〉 8， 106， 141// 10，670，139グ

残 徐 一53，355// 16，947// 

表2

ま
ず
ま
ず
の
健
全
財
政
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
牧
入
の
う
ち
、
牧
租
息
項

下
と
は
、
主
に
租
(
小
作
料
〉
項
目
の
下
に
お
け
る
牧
入
、
牧
官
摘
項
下

と
は
各
官
聴
か
ら
迭
ら
れ
て
く
る
捕
の
項
目
下
に
お
け
る
牧
入
、
牧
義
国
姓

摘
項
下
と
は
個
人
あ
る
い
は
圏
瞳
か
ら
迭
ら
れ
て
く
る
捕
の
項
目
下
に
お

け
る
枚
入
、
牧
米
行
提
掴
項
下
と
は
各
米
穀
ギ
ル
ド
か
ら
迭
ら
れ
て
く
る

捕
の
項
目
下
に
お
け
る
牧
入
を
そ
れ
ぞ
れ
あ
ら
わ
す
。

「
摘
」
の
意
味
す

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
後
に
述
べ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
支
出
の
う
ち
、
支

在
倉
開
除
と
は
、
育
嬰
堂
に
附
設
さ
れ
た
倉
庫
を
と
お
し
て
支
出
さ
れ
た

諸
経
費
項
目
で
、
地
丁
銭
糧
な
ど
貨
幣
で
納
付
す
る
税
、

お
よ
び
小
作
料
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を
徴
牧
す
る
時
に
要
し
た
諸
経
費
が
主
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
先
ほ

ど
述
べ
た
西
堂
で
支
出
す
る
分
で
あ
る
の
に
劃
し
て
、
支
在
堂
開
除
と

は
、
育
嬰
堂
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
東
堂
の
方
で
主
に
寅
際
の
育
嬰
の
た
め

に
支
出
し
た
諸
経
費
の
項
目
で
あ
る
。
こ
の
育
嬰
堂
で
は
、
十
月
末
日
ま

た
は
閏
十
月
末
日
を
決
算
期
と
し
て
い
る
た
め
、
十
一
月
と
十
二
月
の
支

出
は
翌
年
度
の
曾
計
に
ま
わ
さ
れ
て
い
る
。
支
嬰
衣
尿
布
桂
機
帽
子
布
疋

項
下
と
は
、
嬰
衣
た
ち
に
着
せ
る
衣
服
な
ど
を
作
る
た
め
に
購
入
さ
れ
た

布
の
代
金
で
あ
り
、
こ
れ
は
別
曾
計
と
な
っ
て
い
る
。
最
後
の
支
置
産
加

紹
項
下
と
は
、

白
土
や
墓
地
な
ど
新
た
に
買
い
置
か
れ
た
土
地
の
購
入
代

金
の
項
目
で
あ
る
。
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表3 同治8年度牧入・支出(補正したもの〉

収入の部

租息(土地枚入〉

租(小作料〉 6，919，434文

南j医豚牧馬地草息
608，685グ

裳県子、蒲蕩租

(小 計〉 7，528，119グ 73% 
官掲〈官廊からの迭金) 1，696，435グ 16% 

普姓指(個人・固鐙からの途金〉

個人 (18人〉 59，000グ

上海輔元堂総茶商掲 848，9301/ 

南濃友恭堂富摘 51，9201/ 

(小 計〉 959，850グ 9% 
米行指〈米穀キツレトeからの迭金〉

松江府城 (35庖〉 28，5661/ 

閲行銀 (18庖〉 28，854グ

沼淫銀 (31庖〉 118，865グ

(小 計〕 176，285// 2% 

総 牧 入 10，360，689文 100% 

支出の部

税 支 出

現物納入分 737，520文

貨需納入分 569，410グ

(小 計) 1，306，930 グ 12.4% 

税以外の西堂経費 665，987グ 6.3% 

堂内自家消費米食費 540，316グ 5.1% 

字L婦俸給 3，735，277グ 35.3% 

~ 療 費 173，259// 1.6% 

事務職員 ・雑役夫俸給(含食費〉 1，288，894グ 12.2% 

衣 m~ 費

支嬰衣等布疋項下 856，140// 

支在堂開除の衣服関連費 246，129// 

(小 計) 1，102，269// 10.4% 

修繕等その他の東堂経費 977，880// 9.3% 

土地購入費 781，250 グ 7.4% 

総 支 出 10，572，062文 100% 
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し
か
し
、
表
2
で
は
、
こ
の
育
嬰
堂
の
牧
入
と
支
出
を
分
析
す
る
の
に
ほ
と
ん
ど
役
立
た
な
い
。
そ
う
か
と
い
っ
て
細
目
を
掲
げ
て
も
、
ほ

と
ん
ど
役
に
立
た
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
嘗
時
の
『
徴
信
録
』
の
曾
計
報
告
の
や
り
方
は
、
現
在
の
そ
れ
と
は
か
な
り
ち
が
っ
て
お
り
、

そ
の
ま
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
理
解
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

八
年
度
分
に
限
っ
て
、
純
白
と
細
目
を
も
と
に
し
な
が
ら
何
の
項
目
で
ど

(

日

)

れ
だ
け
の
枚
入
が
あ
り
、
ど
れ
だ
け
支
出
し
た
の
か
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
補
正
し
た
の
が
、
表
3
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
同
治
八
年
度
の
穂
牧
入
の
中
で
最
も
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
の
は
、
土
地
か
ら
の
牧
入
、
な
か
で
も
小
作

料
牧
入
で
あ
っ
た
。
松
江
育
嬰
堂
は
こ
の
時
、
計
三
五

O
O畝
飴
り
の
田
産
を
府
下
七
蘇
に
所
有
し
、
こ
れ
か
ら
小
作
料
を
徴
牧
し
て
い
た
ほ

か
、
南
濯
鯨
の
牧
馬
地
と
婁
懸
の
蒲
蕩
回
も
育
嬰
堂
の
所
有
に
麗
し
、
こ
れ
か
ら
あ
が
る
牧
盆
を
も
加
え
る
と
、
線
牧
入
の
七
三
%
に
の
ぼ
っ

た
。
「
遁
光
元
年
重
議
内
規
」
に
よ
れ
ば
、
「
育
嬰
堂
に
蝕
分
な
資
金
が
あ
れ
ば
、
不
動
産
を
購
入
す
る
こ
と
は
許
す
が
、
嘗
鋪
(
質
屋
)
に
金

を
預
け
て
利
子
を
得
る
こ
と
は
許
さ
な
い
」
と
定
め
ら
れ
、
貫
際
、
同
治
八
年
・
九
年
の
曾
計
報
告
で
も
、
預
金
に
よ
る
利
子
は
一
切
見
ら
れ

な
い
。
ま
た
、
八
年
分
に
は
七
八
一
千
文
絵
り
を
用
い
て
、
四
七
畝
の
土
地
を
買
い
増
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
田
産
か
ら
の
牧
入
が
嘗
時
に
あ

っ
て
は
最
も
確
質
で
安
定
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
松
江
育
嬰
堂
の
よ
う
に
こ
れ
を
牧
入
源
の
中
心
に
す
え
て
い
る
善
堂
で
は
、
他
か
ら

(

日

〉

の
牧
入
が
増
加
し
な
い
場
合
、
事
業
の
擦
大
も
望
め
な
か
っ
た
。
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土
地
牧
入
に
比
べ
る
と
、
差
問
姓
摘
、

つ
ま
り
個
人
や
圏
置
か
ら
の
寄
附
の
比
重
は
極
め
て
低
い
。
本
来
、
育
嬰
堂
を
経
営
す
る
と
い
っ
た
善

撃
に
は
、
各
個
人
か
ら
の
寄
附
金
が
多
数
寄
せ
ら
れ
、
こ
れ
を
も
と
に
善
堂
を
建
て
た
り
土
地
を
買
っ
た
り
さ
れ
る
。
そ
れ
が
本
来
の
善
姓
捕

で
あ
る
し
、

ま
た
開
設
の
嘗
初
に
は
牧
入
の
主
要
な
部
分
を
占
め
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
開
設
後
す
で
に
敷
十
年
を
へ
て
い
る
こ

の
育
嬰
堂
で
は
、
同
治
八
年
度
、
九
年
度
と
も
に
牧
入
の
約
九
%
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
同
治
八
年
の
場
合
で
示
し
た
よ
う
に
、

上
海
輔
元
堂
を
経
て
総
・
茶
の
各
商
人
ギ
ル
ド
か
ら
迭
ら
れ
て
く
る
寄
附
金
が
、
善
姓
捕
の
八
八
%
を
占
め
、
個
人
名
義
に
よ
る
寄
附
は
、
わ

ず
か
一
八
人
か
ら
な
さ
れ
た
だ
け
で
、
組
牧
入
に
占
め
る
割
合
は
、

0
・
五
%
と
全
く
無
視
し
て
よ
い
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
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育
嬰
堂
で
は
、
安
定
し
た
資
金
を
得
る
た
め
、
個
人
そ
の
も
の
の
寄
附
を
ほ
と
ん
ど
あ
て
に
し
て
い
な
い
。
個
人
の
寄
附
は
、

ほ
と
ん
ど
彼
ら
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諸
個
人
が
そ
れ
ぞ
れ
扱
う
一
商
品
の
取
引
量
に
臆
じ
て
、
同
仁
輔
元
堂
を
通
じ
て
、
形
を
饗
え
自
動
的
に
育
嬰
堂
へ
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
。

米
行
提
掃
と
し
て
別
の

一
項
目
を
立
て
ら
れ
て
い
る
牧
入
も
、
こ
れ
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
米
行
提
捕
の
細
目
を
み
る
と
、
同
治
八
年

・
九

年
と
も
に
松
江
府
城
、
関
行
鎖
、
四
浬
鎮
の
三
地
匿
に
分
か
れ
、
さ
ら
に
各
地
区
ご
と
に
米
穀
庖
の
名
と
お
の
お
の
の
寄
附
高
が
列
記
さ
れ
て

い
る
。
米
穀
庖
の
名
が
こ
こ
で
兵
瞳
的
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
注
意
し
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
、
同
治
八
年
の
松
江
府
城
で
は
、

「
散
源
泰

一
千
四
九
二
文

恰
記
行

八
七
三
文
」
な
ど
と
微
小
な
一
文
皐
位
で
記
さ
れ
、

さ
ら
に
同
治
九
年
に
は
「
食
源
泰

四
千
一

O
二
文

』恰
記

二
千
六
二
九
文
」
と
、
同
じ
米
穀
庖
か
ら
の
寄
附
の
額
が
大
き
な
饗
動
を
見
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
米
行
提
摘
も
上
海
輔
元

堂
総
茶
商
損
と
同
じ
よ
う
に
、
各
米
穀
一
商
が
年
度
ご
と
に
扱
う
米
穀
高
の
何
%
と
い
う
形
で
自
動
的
に
徴
牧
さ
れ
寄
附
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
米
穀
商
個
人
の
願
望
や
一
一
意
欲
は
、

ほ
と
ん
ど
顔
を
見
せ
な
い
。

牧
入
組
額
に
占
め
る
土
地
牧
入
の
割
合
の
高
さ
、
個
人
か
ら
の
寄
附
の
割
合
の
低
さ
と
と
も
に
、
各
官
聴
か
ら
の
迭
金
が
か
な
り
の
率
を
占

め
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
嘉
慶
十
四
年
の
規
則
集
で
は
、

「
公
需
リ
官
費
を
受
け
と
ら
な
い
」
と
公
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言
し
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
官
揖
と
は
、
細
目
に
即
し
て
言
う
と
、
松
江
知
府
、
華
亭
知
懸
、
婁
蘇
知
蘇
、
華
亭
鯨
拳
数
識
か
ら
合
計
六
二

つ
ま
り
綿
牧
入
に
占
め
る
割
合
が

一
%
に
も
満
た
な
い
額
の
寄
附
の
ほ
か
、
大
中
十
は
川
沙
臆

・
奉
賢
鯨
・

金
山
鯨
・
上
海
鯨
・
南

千
文
絵
り、

程前脚

・
室
内
浦
懸
か
ら
逸
ら
れ
て
く
る
前
年
度
分
の
漕
摘
と
本
年
度
分
の
上
忙
辛
工
掲

・
下
忙
辛
工
摘
で
あ
る
。
漕
掲
と
は
育
嬰
堂
に
摘
(
寄
附
)

を
す
る
目
的
で
漕
米
一
石
に
つ
き
何
文
と
し
て
課
せ
ら
れ
る
も
の
、
上
忙
・
下
忙
辛
工
摘
と
は
同
じ
く
地
丁
銭
糧
一
雨
に
つ
き
何
文
と
い
う
形

で
諜
せ
ら
れ
る
も
の
で
、
ま
さ
し
く
名
目
的
に
は
摘
H
寄
附
で
あ
っ
た
が
、
園
家
が
徴
税
の
段
階
で
一
括
し
て
徴
牧
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
土

地
所
有
者
に
と
っ
て
は
賓
質
上
の
附
加
税
で
あ
る
こ
と
に
な
ん
ら
か
わ
り
は
な
か
っ
た
。

こ
の
官
摘
が
い
つ
頃
か
ら
育
嬰
堂
の
枚
入
の

一
つ
と

し
て
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
奉
賢
鯨
で
は
道
光
十
九
年
(
一

八
三
九
)
に
知
鯨
が
地
丁
銭
糧
に
忙
摘
を
加

(

ロ

)

え
、
こ
れ
を
奉
賢
牒
接
嬰
堂
の
経
費
に
あ
て
、
松
江
育
嬰
堂
へ
嬰
児
た
ち
を
迭
り
、込
ん
で
い
た
と
い
う
か
ら
、
道
光
年
聞
の
宇
ば
に
は
、
こ
の

よ
う
な
官
摘
が
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。



官
摘
が
育
嬰
堂
の
牧
入
の
中
に
こ
の
よ
う
な
形
で
組
み
込
ま
れ
は
じ
め
た
の
を
、

か
り
に
遭
光
年
聞
の
こ
と
と
す
る
と
、
こ
れ
は
前
に
漣
ベ

た
「
民
掛
」
が
動
揺
し
て
い
た
時
期
と
一
致
す
る
。
民
緋
の
動
揺
は
民
損
の
動
揺
に
連
動
し
て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
道
光
元
年
、
育
嬰
堂
の
同
人

た
ち
は
資
金
の
不
足
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
り
、
司
年
、
司
月
が
自
腹
を
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
民
掴
方
式
を
績
け
て
ゆ
こ
う
と
「
重
議
内
規
」

で
確
認
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
資
金
は
不
足
し
つ
づ
け
、
官
捕
の
導
入
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
そ
れ
は
年
々
増
え
つ
づ
け
た
。
同
治
八
年
の
場
合
、
年
聞
に
約
一
寓
五
七

O
千
文
が
必
要
で
あ
っ
た
。
支
出
の
細
目
を
見
る
と
、
表
3
で
示
し
た
乳
婦
俸
給
、
事
務
職
員
・
雑
役
夫
俸
給
、
醤
療
費
、
衣
服
費
の
ほ
か
、
育

嬰
堂
の
修
繕
費
、
嬰
児
の
理
髪
代
、
彼
ら
が
死
去
し
た
時
の
た
め
の
棺
代
な
ど
、
そ
の
経
営
の
た
め
に
は
貫
に
さ
ま
ざ
ま
な
費
用
が
必
要
で
あ

育
嬰
堂
の
経
営
に
は
買
に
多
額
の
資
金
が
必
要
で
あ
り
、

っ
た
。
そ
の
う
ち
、
同
治
八
年
四
月
分
に
、
「
遣
嫁
(
内
育
大
女
嬰
板
周
衣
服
鋪
惹
脚
桶
馬
桶
等
項
)

「
婚
嫁
蕎

分

二

千
三
四

O
文
」
と
あ
る
の
は
、
と
も
に
こ
の
育
嬰
堂
で
成
長
し
た
女
性
が
こ
こ
か
ら
直
接
に
嫁
い
で
ゆ
く
こ
と
が
あ
っ
た
こ

と
を
示
す
も
の
で
、
こ
れ
ら
は
そ
の
時
に
輿
え
ら
れ
た
結
婚
資
金
、
御
祝
儀
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
た
、
十
一
月
・
十
二
月
分
に
見
え
る
「
別
給
乳

一
四
千
四
一
五
文
」
と
あ
り
、
九
年
三
月
分
に
、

婦
多
天
富
嬰
銭
」
と
は
、
多
期
に
嬰
児
が
風
邪
を
ひ
い
た
り
し
な
い
よ
う
に
と
の
名
目
で
、
特
別
に
乳
婦
に
興
え
ら
れ
た
手
首
で
あ
ろ
う
。
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こ
れ
ら
多
種
多
様
な
支
出
の
中
で
、
最
も
多
く
を
要
し
た
の
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
乳
婦
に
支
排
う
俸
給
の
類
で
あ
っ
た
(
表
3
)
。
嬰
見
が

増
加
す
れ
ば
、
そ
れ
に
躍
じ
て
乳
婦
を
さ
ら
に
多
く
雇
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
嘗
然
で
あ
る
。

一
箇
月
聞
を
通
じ
て
嬰
児
を
あ
ず
か
り
、

家
で
育
て
る
外
領
乳
婦
だ
け
を
と
っ
て
み
て
も
、
八
年
正
月
に
は
二
八

O
名
で
あ
っ
た
も
の
が
、
翌
年
の
正
月
に
は
三
三
五
名
に
増
加
し
、
さ

ら
に
同
年
の
十
二
月
に
は
四
四
三
名
に
増
加
し
て
い
る
。
彼
女
た
ち
に
は
毎
月
八

O
O文
を
支
梯
う
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
だ
け
を
と
っ

て
み
て
も
二
二
四
千
文
か
ら
三
五
四
千
四

O
O文
に
急
増
し
て
い
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
多
額
な
資
金
を
投
じ
、
こ
の
よ
う
に
何
百
人
と
い
う
乳
婦
た
ち
を
組
織
し
て
、
ど
れ
だ
け
の
嬰
児
を
貫
際
に
育
て
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
松
江
育
嬰
堂
徴
信
録
』
に
は
、
同
治
八
年
正
月
か
ら
同
治
九
年
十
二
月
ま
で
の
合
計
二
十
五
箇
月
(
関
十
月

を
含
む
)
に
わ
た
っ
て
、
育
嬰
の
寅
績
を
記
し
て
い
る
〈
表
4
)
。
奮
管
と
は
前
月
末
日
ま
で
の
貫
在
人
数
、
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新
牧
と
は
嘗
月
に
新
し
く
受
け
入
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れ
た
人
数
、
権
出
開
除
と
は
嘗
月
に
除
籍
さ
れ
た
人
数
、
貫
在
と
は
嘗
月
末
日
の
寅
在
人
数
を
そ
れ
ぞ
れ
あ
ら
わ
す
。

表
4
に
よ
っ
て
、
育
嬰
堂
へ
牧
養
さ
れ
た
嬰
児
の
九
五
%
が
女
の
子
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
、

嬰
見
の
増
加
率
と
死
亡
率
で
あ
る
。

こ
の
表
に
よ
れ
ば
、
二
年
聞
を
逼
じ
て
ほ
ぼ

一
貫
し
て
嬰
児
の
敷
が
増
加
し
て
い
る
。
同
治
七
年
十
二
月

末
に
は
、
寅
在
嬰
児
数
が
男
女
あ
わ
せ
て
三
四
四
人
で
あ
っ
た
も
の
が
、
同
年
十
二
月
末
に
は
四
一
五
人
と
な
り
、
統
計
の
切
れ
る
九
年
十
二

月
末
に
は
、

五
回
二
人
に
増
加
し
て
い
る
。
同
治
八
年
度
の
培
加
率
は
約
二
一
%
、
同
治
九
年
の
そ
れ
は
約
三
一
%
で
あ
る
。
こ
の
増
加
傾
向

は
さ
ら
に
そ
の
後
も
績
い
た
ら
し
く
、
光
緒
五
年
(
一
八
七
九
〉
の
序
文
を
も
っ
『
光
緒
婁
鯨
績
志
』
で
は
、

(

日

)

と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
現
在
育
嬰
、
毎
年
六
七
百
名
」

松
江
育
嬰
堂
で
は

一
旦
こ
こ
へ
牧
養
さ
れ
た
嬰
見
た
ち
が
貫
の
父
母
に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
育
嬰
堂

で
は
嘉
慶
時
代
か
ら
一
貫
し
て
、

「
生
み
の
父
母
は
わ
が
子
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
わ
が
子
を
棄
て
た
時
鈷
で
、

父
母

- 74ー

の
恩
は
す
で
に
紐
た
れ
て
い
る
」

(雲
開
育
嬰
堂
規
傑
)
と
し
て
、
嬰
児
を
貫
の
父
母
に
引
き
取
ら
せ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
嬰

見
た
ち
が
除
籍
さ
れ
る
の
は
、
彼
ら
が
死
去
し
た
と
き
か
、
他
人
の
後
継
ぎ
、
つ
ま
り
過
縫
と
し
て
引
き
取
ら
れ
て
ゆ
く
時
し
か
あ
り
え
な
い
。

こ
の
う
ち
、
表
4
に
、
同
治
八
年
三
月
・
九
月
、
同
治
九
年
三
月

・
九
月
の
四
次
に
わ
た
っ
て
「
領
嬰
綴
牌
」
と
記
さ
れ
る
も
の
こ
そ
、
育
嬰

堂
の
嬰
児
の
な
か
か
ら
他
人
に
養
女
、

お
そ
ら
く
は
多
く
重
養
胞
と
し
て
引
き
取
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
毎
年
三
月
と
九
月

に
集
中
し
て
い
る
の
は
、
松
江
育
嬰
堂
で
は
こ
の
二
箇
月
と
定
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
育
嬰
堂
へ
迭
ら
れ
て
く
る
の
は
、

(

M

)

 

母
胎
を
は
じ
め
て
離
れ
て
か
ら
、
中
寸
月
に
も
満
た
な
い
も
の
」
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
ら
、
牧
養
さ
れ
た
ば
か
り
の
者
が
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
は

せ
め
て
前
年
末
に
在
籍
す
る
嬰
見
の
な
か
か
ら
何
人
が
引
き
取
ら
れ
た
か
、
と
し
て
こ
れ
を
か
り
に
過
縫

「
す
べ
て

ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
。
そ
こ
で
、

率
と
す
れ
ば
、

同
治
八
年
に
は
一
九
%
、
同
治
九
年
に
は
一
七
%
の
嬰
見
が
引
き
取
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
前
年
末
に
育
嬰
堂
に
い
た
嬰
児

一
O
人
の
う
ち
ほ
ぼ
二
人
し
か
翌
年
に
引
き
取
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
こ
に
寅
在
の
嬰
見
数
が
急
増
し
て
ゆ
く
大
き
な
一
因
が
あ
っ
た
。

次
に
、
嬰
児
の
死
亡
率
を
見
る
と
、
こ
れ
は
極
め
て
高
い
。
同
治
七
年
末
に
三
四
四
人
お
り
、
八
年
に
五
八
二
人
が
新
し
く
牧
養
さ
れ
、
こ



の
う
ち
一
年
の
聞
に
四
四
五
人
が
死
亡
し
た
の
だ
か
ら
、
単
純
に
年
聞
の
死
亡
率
を
計
算
す
る
と
四
八
%
、
同
じ
く
九
年
は
五
O
%
と
な
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
育
嬰
堂
に
い
る
誰
も
が
五
O
%
の
生
存
の
確
率
し
か
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
で
は
全
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
新
牧
の
嬰
児

は
み
な
、
「
母
胎
を
離
れ
て
や
っ
と
牢
月
も
た
た
な
い
」
ま
さ
し
く
新
生
見
ば
か
り
で
あ
り
、
し
か
も
多
く
は
「
ボ
ロ
衣
一
枚
で
く
る
ま
れ
」
、

(

日

)

棄
て
ら
れ
た
者
で
あ
っ
た
か
ら
、
牧
養
直
後
の
段
階
で
は
極
端
に
死
亡
率
が
高
く
、
そ
の
後
、
育
嬰
堂
で
の
生
存
期
聞
が
延
び
れ
ば
延
び
る
ほ

(

v

m

)

 

ど
、
彼
ら
の
死
亡
率
は
ど
ん
ど
ん
低
く
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
同
治
八
年
の
嬰
児
増
加
率
は
、
す
で
に
見
た
と
お
り
約
二
一
%
、
同
治
九
年
の
そ
れ
は
約
三
一
%
、
こ
れ
に
封
醸
し
て
、
す
で
に
見

た
よ
う
に
外
領
乳
婦
も
同
治
八
年
正
月
の
二
八
O
名
が
翌
年
正
月
に
三
三
五
名
に
増
え
、
さ
ら
に
同
年
十
二
月
に
は
四
四
三
名
に
増
え
て
い

る
。
こ
の
外
領
乳
婦
の
増
加
率
を
計
算
し
て
み
る
と
、

八
年
が
二
O
%
、
九
年
が
三
二
%
と
な
っ
て
、
こ
れ
は
嬰
児
の
増
加
率
と
わ
ず
か
一
%

の
差
で
ピ
タ
リ
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
嬰
児
の
急
激
な
増
加
に
劃
し
て
、
育
嬰
堂
の
封
躍
が
み
ご
と
に
追
い
つ
き
、
完
全
な
ま
で
に
劉

慮
し
え
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

「
健
全
財
政
」
で
あ
り
え
た
秘
密
の

一
つ
は
、
こ
こ
に
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
か
り
に
嬰
児
が
こ

- 75ー

の
ま
ま
の
増
加
率
で
ふ
え
つ
づ
け
た
と
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
同
治
九
年
十
二
月
末
現
在
で
五
四
二
人
で
あ
る
か
ら
、
か
り
に
五
年
後
の

光
緒
元
年
(
一
八
七
五
〉
十
二
月
末
の
嬰
児
数
を
推
計
し
て
み
る
と
、
年
間
増
加
率
を
同
治
八
年
と
同
じ
一
一
一
%
と
し
て
見
積
る
と
一
四
O
六
人

程
度
、
同
治
九
年
と
同
じ
コ
二
%
と
し
て
大
き
く
見
積
れ
ば
二
O
九
一
人
程
度
に
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
光
緒
五
年
の
序
文
を
も

っ
『
光
緒
婁
鯨
績
志
』
に
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
毎
年
、
六
O
O
名
か
ら
七
O
O
名
と
見
え
る
だ
け
で
、
推
計
値
の
牢
分
に
も
満

た
な
い
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
、
ど
う
し
た
わ
け
で
あ
ろ
う
か
。
同
じ
資
料
に
「
牧
養
す
る
嬰
児
に
限
額
は
な
い
」
と
記
し
て
い
る
以
上
、
定
員

を
も
う
け
て
一
意
園
的
に
牧
養
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
推
定
額
ほ
ど
に
嬰
見
の
数
が
増
加
し
て
い
な
い
の
は
、

つ
に
は
、
そ
の
後
、
同
治
八
年
や
九
年
ほ
ど
も
多
量
に
は
迭
ら
れ
な
く
な
っ
た
、
ま
た
遁
経
な
ど
と
し
て
出
て
ゆ
く
嬰
児
が
増
加
し
た
と
い
う

考
え
方
と
、
あ
と
一
つ
は
、
そ
の
後
さ
ら
に
死
亡
率
が
年
々
高
く
な
っ
て
、
そ
れ
が
増
加
率
を
お
さ
え
た
の
だ
、
と
の
考
え
方
が
あ
り
う
る
。

『
光
緒
婁
廓
績
志
』
に
は
、
現
在
毎
年
六
O
O
人
か
ら
七
O
O
人

499 

こ
こ
で
は
、
二
つ
の
考
え
方
の
う
ち
後
者
の
考
え
方
を
検
討
し
て
み
る
。
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を
育
て
て
い
る
と
述
べ
る
と
と
も
に
、
首
時
の
育
嬰
堂
の
牧
入
も
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
同
治
九
年
末
の
牧
入
と
比
べ
て
差
し
引
き

す
る
と
、
概
算
で
約
七

O
千
文
ほ
ど
し
か
増
加
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
同
治
九
年
に
買
い
入
れ
た
土
地
の
増
加
分
か
ら
の
牧
盆
約
十
四
千
文
と

九
年
度
の
剰
除
金
約
十
七
千
文
を
加
え
て
も
、
同
治
九
年
か
ら
わ
ず
か
に
概
算
で
約
一

O
一
千
文
し
か
増
加
し
て
い
な
い
。
「
乳
婦
一
人
に
は
、

た
だ
嬰
児
一
人
ず
つ
を
預
け
る
」
と
い
う
規
則
に
従
っ
て
一
人
の
嬰
見
を
一
人
の
外
領
乳
婦
に
あ
ず
け
さ
せ
る
な
ら
ば
、

一
人

一
月
で
最
低
八

0
0文
、
一
年
で
九
千
六

O
O文
は
絶
射
に
必
要
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

ず
で
あ
る
。
同
じ
篠
件
で
育
て
る
と
す
れ
ば
、
九
年
末
の
五
四
二
人
に
一

O
人
か
一
一
人
を
加
え
た
五
五
三
人
程
度
が
、
逼
正
で
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
わ
ず
か
一

O
人
か
一
一
人
分
の
費
用
で
、
年
聞
に
増
加
す
る
一

O
O人
分
、
二

O
O人
分
を
ま
か
な
お
う
と
す
れ
ば

一
O
一
千
文
で
は
一

O
人
か
一
一
人
し
か
徐
分
に
育
て
ら
れ
な
い
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
嘗
然
そ
こ
で
は
、
一
人
の
嬰
児
に
ま
わ
す
養
育
費
を
年
々
削
減
し
て
ゆ
く
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
よ
り
具
睦
的
に
は
、
は

じ
め
は
衣
服
費
や
理
髪
代
な
ど
を
切
り
つ
め
、
こ
れ
で
も
足
り
な
け
れ
ば
次
に
、
前
年
ま
で
乳
婦
一
人
に
つ
き
一
人
の
嬰
児
を
預
け
て
い
た
も

の
を
、
翌
年
か
ら
は
二
人
の
嬰
見
を
預
け
る
ほ
か
な
い
。
こ
う
し
て
、

と
反
比
例
し
て
死
亡
率
が
高
く
な
る
。

『
光
緒
婁
懸
績
志
』
に
見
え
る
六

O
O人
か
ら
七

O
O人
と
は
、

五
五
三
人
程
度
が
遁
正
で
あ
る
に
も
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一
人
の
嬰
見
に
興
え
ら
れ
る
母
乳
と
世
話
と
が
低
下
し
て
ゆ
き
、
こ
れ

か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
う
わ
ま
わ
っ
て
育
て
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。

つ
ま
り
、
こ
れ
は
同
治
八
年
、
九
年
と
比
べ
て
悪
化
し
た

僚
件
の
下
で
生
れ
た
数
値
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
ず
、

か
り
に
育
嬰
堂
へ
迭
り
込
ま
れ
る
嬰
見
の
数
そ
の
も
の
が
減
少
し
て
い
た
り
、
ま
た

過
縫
が
増
加
し
て
い
た
可
能
性
を
考
慮
に
い
れ
た
と
し
て
も
、
な
お
、
こ
の
よ
う
に
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
育
嬰
僚
件
の
劣
悪
化
と
嬰
児
の
高
死

亡
率
が
生
ん
だ
数
値
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
松
江
育
嬰
堂
は
同
治
七
年
の
再
建
策
に
よ
っ
て
、
同
治
八
年
・
九
年
の
二

年
聞
に
は
嬰
児
の
増
加
に
射
し
て
養
育
の
た
め
の
燦
件
が
み
ご
と
に
追
い
つ
い
て
い
た
が
、
そ
れ
か
ら
十
年
を
へ
る
こ
と
な
く
、
す
で
に
こ
の

よ
う
な
「
悪
し
き
安
定
」
化
に
向
か
い
は
じ
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
は
た
し
て
、
光
緒
十
一
年
(
一
八
八
五
)
に
な
る
と
、

(

ロ

)

の
庶
務
は
額
麗
し
」
、
再
整
理
に
せ
ま
ら
れ
て
い
る
。
庶
務
が
旗
康
し
、

「
府
城
育
嬰
堂

再
整
理
を
せ
ま
ら
れ
た
原
因
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
で
あ
ろ
う
が

嬰
見

の
増
加
に
劃
し
て
、
こ
れ
に
見
あ
っ
た
牧
入
の
増
加
が
な
か
っ
た
こ
と
が
、
最
も
大
き
な
原
因
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



こ
の
よ
う
な
落
し
穴
に
一
旦
は
ま
り
込
み
そ
う
に
な
っ
た
育
嬰
堂
は
、
現
存
の
嬰
児
を
見
殺
し
に
し
て
も
慶
絶
さ
せ
て
し
ま
う
か
、
何
ら
か

の
形
で
再
建
策
を
ほ
ど
こ
す
し
か
な
く
、
腰
紐
が
許
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
再
建
策
を
ほ
ど
こ
す
ほ
か
な
い
。
か
つ
て
道
光
二
十
年
代
、
松
江

育
嬰
堂
で
は
嬰
児
の
数
が
一

0
0
0人
を
超
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
、
と
い
う
。
こ
れ
へ
の
針
躍
の
一
つ
と
し
て
、
松
江
府
城
の
南
方
約
二

O
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
張
堰
鎮
で
は
、
府
城
の
育
嬰
堂
の
窮
肢
を
救
け
る
た
め
、
も
う
そ
れ
以
上
嬰
児
を
迭
り
こ
ま
な
い
よ
う
に
と
済
嬰
局

(

叩

同

)

を
自
ら
設
け
、
責
浦
江
以
南
の
嬰
児
た
ち
を
こ
こ
へ
受
け
入
れ
て
い
る
。

あ
と
一
つ
の
封
臆
こ
そ
、
「
官
摘
」
の
導
入
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
官
摘
を
導
入
し
た
時
期
が
道
光
年
聞
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

は
、
示
唆
的
で
あ
る
。
官
掲
の
導
入
を
提
唱
し
た
の
が
、
園
家
1

地
方
官
の
側
で
あ
っ
た
か
同
人
の
側
で
あ
っ
た
か
、
今
は
わ
か
ら
な
い
。
お
そ

ら
く
そ
れ
は
、
雨
者
の
一
致
し
た
一
意
一
見
で
あ
っ
た
ろ
う
。
育
嬰
堂
の
同
人
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
彼
ら
は
す
で
に
遁
光
元
年
の
頃
か
ら
資
金
の
不

足
に
苦
し
ん
で
い
た
。
嬰
見
が
増
加
し
た
か
ら
と
い
っ
て
麗
紐
さ
せ
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
嘗
初
の
「
公
怒
H
官
費
を
受
け
と
ら

- 77ー

な
い
」
と
い
う
規
約
に
反
し
て
で
も
、
こ
れ
を
導
入
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
幸
い
、
そ
れ
は
本
来
の
公
袴
で
も
官
項
で
も
な
く
、
あ
く
ま
で
「
官

損
」
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
育
嬰
事
業
に
か
か
わ
る
園
家
|
地
方
官
の
権
限
は
増
大
し
、
こ
れ
と
逆
に
民
間
人
の
自
護
性
が
減
少
し
て
ゆ
く
。

松
江
府
城
を
中
心
と
し
た
首
時
の
地
方
祉
舎
で
は
、
横
大
を
績
け
る
公
共
事
業
に
射
し
て
、
こ
れ
に
見
合
っ
た
資
金
を
民
開
人
の
力
だ
け
で

調
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
自
ら
が
持
つ
負
捨
能
力
を
超
え
た
資
金
が
必
要
と
な
っ
た
と
き
、
そ
れ
ま
で
以
上
に
地
方
官
に
頼

り
、
園
家
|
地
方
官
が
嘗
地
方
で
掌
握
し
て
い
る
行
政
機
構
を
逼
じ
て
調
達
し
て
も
ら
う
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

四

接
嬰
事
業
と
城
鎮
関
係

以
上
で
、
育
嬰
堂
の
経
営
責
態
と
資
金
の
調
達
と
い
う
面
で
そ
れ
が
置
か
れ
て
い
た
地
方
祉
禽
の
構
造
を
見
て
き
た
。
次
に
、
松
江
育
嬰
堂

を
中
心
と
す
る
接
嬰
事
業
を
通
し
て
、
育
嬰
堂
を
め
ぐ
る
地
方
祉
曾
の
構
造
を
よ
り
立
鐙
的
に
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
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清
代
前
期
に
は
、
蘇
州
を
中
心
と
し
て
留
嬰
制
が
敷
か
れ
、
約
一

0
0キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
離
れ
た
と
こ
ろ
の
留
嬰
堂
か
ら
嬰
児
た
ち
を
轄
迭
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仁
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堂
・
按
嬰
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済
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局

地
図

1
松
江
府
下
に
お
け
る
接
嬰
事
業
(
同
治

8
・
9
年
頃
〉



う
け
と
り

し
て
い
た
。
留
嬰
堂
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
育
嬰
堂
へ
遺
る
前
に
嬰
児
を
こ
こ
へ
一
時
的
に
留
め
る
か
ら
で
あ
る
が
、
嬰
見
合
}
接
受
し
リ
レ
ー
す

る
こ
と
か
ら
ま
た
接
嬰
堂
と
も
呼
ば
れ
た
。
接
嬰
堂
は
ま
た
、
何
ら
か
の
育
嬰
施
設
を
持
た
な
か
っ
た
り
、
持
っ
て
い
て
も
そ
の
事
務
所
を
指

し
て
言
う
場
合
に
は
、
接
嬰
局
と
も
よ
ば
れ
、

よ
り
小
規
模
な
場
合
に
は
、
接
嬰
公
所
と
も
呼
ば
れ
た
。
も
う
一
度
、
表
4
を
見
て
い
た
だ
き

た
い
。
そ
こ
に
は
、
新
牧
内
接
嬰
局
か
ら
の
轄
迭
分
と
し
て
、
た
と
え
ば
同
治
八
年
の
二
月
に
張
堰
鎮
一
人
、
同
年
の
七
月
に
や
は
り
張
堰
鎮

一
人
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
二
月
と
七
月
に
張
堰
鎮
の
接
嬰
局
か
ら
府
城
育
嬰
堂
へ
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ず
つ
嬰
見
が
、
逸
ら
れ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
張
堰
鎖
に
は
遁
光
年
聞
に
済
嬰
局
が
建
て
ら
れ
、
黄
滞
江
以
南
の
嬰
児
を
受
け
い
れ
、
濁
自
の
経
営
を
し
な

が
ら
、
な
お
府
城
育
嬰
堂
と
の
閲
係
を
完
全
に
は
断
ち
切
ら
ず
、
少
数
な
が
ら
も
府
城
ま
で
迭
り
績
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
府
城

育
嬰
堂
へ
嬰
児
を
迭
り
と
ど
け
て
い
た
の
は
、
張
堰
鎖
だ
け
で
は
な
く
、
府
下
全
域
の
諸
都
市
に
及
ん
で
い
た
。
い
ま
、
ど
こ
の
接
嬰
局
か
ら

ど
れ
だ
け
の
嬰
見
が
迭
ら
れ
て
き
た
の
か
、
同
治
八
年
・
九
年
分
を
集
計
し
、
こ
れ
を
地
園
で
あ
ら
わ
し
た
の
が
地
闘
ー
で
あ
る
。

こ
の
地
固
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
松
江
育
嬰
堂
の
育
嬰
H
接
嬰
事
業
圏
は
、
清
代
前
期
の
蘇
州
育
嬰
堂
の
よ
う
に
傘
径
一

0
0キ
ロ
メ
l

ト
ル
に
も
及
ぶ
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
南
涯
鯨
城
か
ら
松
江
府
城
ま
で
を
例
に
と
れ
ば
、
な
お
牢
径
約
五

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
近
く
に
及
ん
で

い
た
。
表
4
に
示
さ
れ
る
と
お
り
、
新
し
く
牧
養
さ
れ
た
嬰
見
一
四

O
O人
の
う
ち
二
六
一
人
、
つ
ま
り
五
人
に
一
人
は
、
府
下
全
域
の
各
接

嬰
局
か
ら
運
ば
れ
て
来
た
も
の
で
あ
っ
た
。

- 79ー

こ
の
よ
う
な
府
下
七
蘇
に
わ
た
る
接
嬰
事
業
が
、

い
つ
ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
す
で
に
嘉
慶
十
四
年
に
育
嬰
堂
が
開
設
さ

『
松
江
育
嬰
堂
徴
信
録
』
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
分
巡
松
太
兵
備
道
鍾
埼
の
「
育
嬰
堂
序
」
(
嘉
慶
十
四
年

筆
亭
懸
・
婁
豚
な
ど
の
紳
士
が
、
七
懸
の
嬰
見
を
牧
養
す
る
た
め
に
育
嬰
堂
を
建
て
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
育
嬰
堂
を

れ
た
頃
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
ら
し
い
。

八
月
記
)

に
よ
れ
ば

建
設
し
よ
う
と
し
て
知
懸
に
連
名
で
申
請
し
た
七
蘇
一
八
人
の
身
元
を
洗
っ
て
み
る
と
、
そ
の
う
ち
八
人
が
判
明
す
る
が
、
八
人
の
中
で
上
海

鯨
人
が
見
え
な
い
ほ
か
は
、
他
の
す
べ
て
の
鯨
の
人
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
八
人
の
う
ち
、
二
人
の
孝
人
を
ふ
く
め
、
七
人
は
生

(
印
)

員
以
上
の
肩
書
き
を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
七
懸
紳
士
の
申
請
と
い
う
の
が
、
賞
質
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
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生
員
で
は
な
い
が
章
園
仁
と
い
う
人
物
は
、
主
円
浦
鯨
下
の
盤
龍
鎮
と
方
家
塞
鎮
の
人
々
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
に
お
い
て
同
善
堂
と
仁
蕎
堂
を
開

(

初

)

設
し
、
こ
こ
で
接
嬰
事
業
を
も
含
め
た
善
事
を
お
こ
な
お
う
と
し
て
青
浦
知
鯨
に
申
請
し
た
と
き
、
彼
も
こ
れ
に
加
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
嘉

慶
十
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
彼
は
嘉
慶
十
四
年
に
松
江
府
城
に
育
嬰
堂
を
建
て
よ
う
と
し
て
申
請
に
加
わ
っ
た
の
ち
、
三
年

後
に
今
度
は
盤
龍
銀
と
方
家
客
銀
と
で
接
嬰
事
業
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
動
き
に
も
閲
興
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

松
江
府
城
、
盤
龍
鎖
、
方
家
塞
鎮
の
育
嬰
と
接
嬰
の
動
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ば
ら
ば
ら
の
も
の
で
は
な
く
、

一
連
の
も
の
で
あ
り
、
松
江
府
城
に

育
嬰
堂
が
建
て
ら
れ
る
と
間
も
な
く
、
府
下
の
各
地
で
も
接
嬰
事
業
が
始
ま
っ
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
治
八
年
、
九
年
の
段
階
で
は
、

地
固
1
に
見
え
る
と
お
り
、

(

幻

)

鎖
、
奉
賢
鯨
南
橋
鎖
に
も
育
嬰
堂
が
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
三
都
市
で
は
そ
れ
ぞ
れ
濁
自
に
育
嬰
事
業
を
お
こ
な
っ
て
い
た
か
ら
、
援
嬰
局
を

松
江
府
城
に
育
嬰
堂
が
置
か
れ
て
い
た
ほ
か
、

上
海
蘇
城
、

南
涯
蘇
周
滞

設
け
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
奉
賢
鯨
と
南
涯
鯨
で
は
、
鯨
城
で
は
な
く
鎮
に
育
嬰
堂
が
置
か
れ
て
い
た
か
ら
、
府
城
に
よ
り
近
い
鎮
か
ら
で
は

- 80-

な
く
、
府
域
に
よ
り
遠
い
鯨
城
か
ら
嬰
児
を
轄
迭
す
る
と
い
う
珍
現
象
が
生
ま
れ
た
。
奉
賢
懸
の
場
合
、
懸
城
か
ら
府
城
ま
で
の
匝
離
は
、
南

橋
鎮
か
ら
府
城
ま
で
の
約
二
倍
に
あ
た
る
。
接
嬰
局
は
、
こ
れ
ら
育
嬰
堂
が
あ
る
諸
都
市
を
避
け
る
よ
う
に
、
ま
た
育
嬰
事
業
の
す
き
ま
を
埋

め
る
よ
う
に
置
か
れ
て
い
る
。

次
に
、
こ
れ
ら
接
嬰
局
の
な
か
で
、
先
に
見
た
張
堰
鎮
の
済
嬰
局
と
、
最
も
多
く
の
嬰
児
を
送
り
こ
ん
で
い
た
青
浦
蘇
城
の
接
嬰
堂
と
を
例

に
と
っ
て
、
府
城
と
蘇
城
と
鎖
と
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
見
て
み
た
い
。

金
山
鯨
張
堰
鎮
で
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
道
光
年
聞
に
済
嬰
局
が
置
か
れ
、
三

O
O蝕
畝
の
濁
自
な
回
産
を
持
ち
、
附
近
の
嬰
児
を
府
城

へ
迭
ら
ず
に
自
ら
育
て
て
い
た
。
同
治
八
年
に
な
っ
て
も
表
5
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
府
城
育
嬰
堂
と
の
関
係
が
な
お
績
い
て
い
た
。
さ
ら
に

光
緒
八
年
(
一
八
八
二
)
頃
に
は
、
一
時
期
、
府
城
育
嬰
堂
の
完
全
な
管
理
下
に
置
か
れ
る
。
こ
の
頃
の
済
嬰
局
は
定
員
を
一

O
名
と
限
り
、
府

城
育
嬰
堂
か
ら
嬰
見
を
受
け
と
り
、
こ
の
地
で
三
年
間
育
て
て
乳
離
れ
が
移
る
と
、
ま
た
府
城
へ
迭
り
返
し
、
こ
れ
と
代
り
に
新
し
い
嬰
見
を

(

幻

)

受
け
と
る
、
と
い
っ
た
手
聞
の
か
か
る
や
り
方
を
し
て
い
た
。
光
緒
十
一
年
(
一
八
八
五
)
頃
に
は
、
濁
立
を
と
り
も
ど
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
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表5 金山県幕張堰鎮済嬰局の育嬰貫績(草位:人〉

奮育新牧遁継奇襲病蕩 議室現育 I現の育女性中 増加率死亡率過僻
比率

宣(統19120年〉 男女 4 11 1 3 7 4 
J<。〆 % s6 。 9ぜ

5 19 2 2 8 12 75 78 38.5 89 

宣(統19131年〉 女男 14 2 
12 4 2 7 3 

79 -13 40.4 
19 3 5 12 11 88 

民(園19元12年) 女男 13 1 
7 3 。4 3 

81 14 36.6 
20 4 3 11 13 71 

民(園19123年〉 女男 13 3 
10 2 。9 2 

80 -38 47.5 14 5 4 10 8 69 

民(園19134年〉 女男 2 6 。1 4 3 
80 50 44.7 

8 22 3 2 13 12 60 

民(園19145年〉 女男 13 2 
12 2 1 7 5 

74 27 21 2 6 11 14 37.5 73 

民(園19156年〉 女男 1 5 4 
12 4 。5 8 

62 11 30 12 2 17 13 36.1 95 

民(園19167年〉
男 8 12 3 。8 9 

65 24 女 13 34 12 4 14 17 32.8 90 

号図7f 女男 19 7 
16 5 1 5 6 8 

68 -3.8 27 13 5 8 1 17 18.8 92 

民(園19189年〉 女男 18 7 
11 5 2 5 7 

65 21 13 2 10 13 一20 26.3 88 

民(図19290年〉 男女 17 3 
28 2 。13 20 

52 42 8 4 21 22 110 42.5 70 

民(図192101年〉 男女 20 21 7 2 13 6 13 
57 22 29 11 5 18 。17 -29 33.7 60 

民(園192121年〉 女男 117 3 16 12 1 7 2 7 
82 53 15 4 17 2 32 30 24.2 107 

民(園192123年) 女男 37 2 
21 7 1 3 1 16 

75 54 20 4 12 3 47 62 13.2 82 

民(園13年〕 女男 16 27 11 3 12 1 16 
69 1924 47 46 26 11 17 4 35 -19 21. 3 81 

民(図192145年〉 女男 16 36 10 1 23 4 14 
69 35 66 27 13 26 4 31 -12 32.0 100 

民(園192156年〉 女男 14 22 15 1 13 7 
87 31 59 15 10 18 47 20 24.6 91 

民(園16年〉 女男 47 7 
37 5 。10 6 23 

1927 61 20 10 26 6 46 67 28 23.7 65 

民(園17年〉 女男 423 6 
40 17 1 21 8 16 

1928 86 20 12 41 13 46 74 -10 31. 8 72 

- 81ー
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そ
れ
で
も
な
お
済
嬰
局
の
董
事
を
決
定
す
る
時
に
は
、
府
城
育
嬰
堂
の
董
事
が
闘
興
し
て
い
た
。
そ
の
後
の
済
嬰
局
に
つ
い
て
は
、
幸
い
『
張

(
幻
〉

堰
済
嬰
局
徴
信
録
(
宣
統
二
年
至
民
園
十
七
年
〉
』
が
残
っ
て
い
る
の
で
、
表
で
示
そ
う
(
表
5
)
。

こ
の
表
に
よ
れ
ば
、
統
計
に
あ
ら
わ
れ
た
か
ぎ
り
で
言
っ
て
も
、
張
堰
鎖
済
嬰
局
は
辛
亥
革
命
の
影
響
を
ほ
と
ん
ど
受
け
る
こ
と
な
く
、
民

園
十
七
年
(
一
九
二
八
〉
ま
で
清
代
と
饗
ら
ぬ
活
動
を
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
松
江
育
嬰
堂
の
寅
績
と
比
べ
て
み
た
場
合
、
統
計
に
あ
ら
わ
れ
た

嬰
児
増
加
率
の
低
さ
、
そ
し
て
死
亡
率
の
低
さ
、
逆
に
過
後
率
の
高
さ
、
男
女
比
に
お
け
る
男
の
子
の
比
率
の
高
さ
な
ど
、
ど
れ
を
と
っ

て
み

さ
ら
に
民
園
七
年
(
一
九
一
八
)
か
ら
始
ま
っ
て
統
計
が
切
れ
る
十
七
年
(
一
九
二
八
〉
ま
で

松
江
育
嬰
堂
へ
嬰
児
を
迭
り
績
け
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

「遁
迭
郡
堂
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

辛
亥
革
命
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
も
、

松
江
育
嬰
堂
と
の
関
係
は
依
然
と
し
て
断
ち
切
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
う
か
と
言
っ
て
、
張
堰
銀
済
嬰
局
が
松
江
育
嬰
堂
に
完
全
に
従
属
し

て
も
極
め
て
興
味
深
い
数
値
が
表
れ
て
い
る
が

て
い
た
か
、
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
府
城
育
嬰
堂
一の
十
分
の
一
と
は
い
え
、
別
個
な
回
産
を
持
っ
て
い
た
。
張
堰
銀
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済
嬰
局
は
そ
れ
自
鰻
で
嬰
児
を
育
て
つ
つ
、
現
有
の
嬰
児
が
増
加
し
は
じ
め
る
と
、
均
衡
を
保
つ
た
め
で
あ
る
か
の
よ
う
に
な
お
松
江
府
城
へ

送
り
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
統
計
に
従
え
ば
、
民
園
七
年
に
七
人
を
送
り
出
し
て
い
な
け
れ
ば
、
現
有
の
嬰
見
数
は
三
二
人
と
な
っ
て
、
は

じ
め
て
三

O
人
を
突
破
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
民
園
十
年
、
十
一
年
に
は
、
一
度
四

O
人
を
突
破
し
た
あ
と
を
受
け
て
、
な
ん
と
か

現
有
の
嬰
児
激
を
四

O
人
に
お
さ
え
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
、
六
人
、
四
人
を
そ
れ
ぞ
れ
迭
り
出
し
て
い
る
。

張
堰
鎖
酒
嬰
局
は
こ
の
よ
う
に
、
自
ら
育
嬰
を
し
つ
つ
、
ま
た
一
方
で
は
府
城
育
嬰
堂
と
密
切
な
関
係
を
保
っ
て
自
分
の
と
こ
ろ
で
養
育
す

る
嬰
児
た
ち
の
数
を
調
節
し
て
い
た
。
表
4
の
統
計
に
は
あ
ら
わ
れ
て
こ
な
い
が
、
華
亭
鯨
張
津
鎮
に
も
道
光
二
十
三
年
(
一

八
四
三
)
以
来
済

(

担

)

嬰
局
が
置
か
れ
て
お
り
、
張
堰
鎮
の
も
の
と
よ
く
似
た
性
格
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
済
嬰
局
は
、
南
濃
鯨
周
浦
鎖

や
奉
賢
懸
南
橋
銀
に
置
か
れ
た
育
嬰
堂
の
よ
う
に
、
府
城
育
嬰
堂
と
全
く
関
係
を
も
た
ず
に
濁
自
に
嬰
児
を
育
て
て
い
た
も
の
と
、
南
鯨
城
に

置
か
れ
た
接
嬰
堂
の
よ
う
に
自
ら
育
嬰
の
た
め
の
施
設
を
も
つ

こ
と
な
く
、
も
つ
ば
ら
府
城
育
嬰
堂
へ
送
り
込
ん
で
い
た
も
の
と
の
中
間
的
性

格
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
そ
の
鎖
に
住
む
民
間
人
に
よ
っ
て
、
主
に
民
間
資
金
を
用
い
て
運
営
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
資
金
の
う
え
で



も
運
営
の
う
え
で
も
知
懸
な
ど
の
地
方
官
が
大
き
く
介
入
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
な
い
。

(

お

)

で
は
、
青
浦
鯨
接
嬰
堂
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
主
円
浦
鯨
城
に
接
嬰
堂
が
置
か
れ
た
の
は
、
道
光
七
年
ハ
一
八
二
七
)
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
嘉
慶
八
年
ハ
一
八

O
三
)
か
ら
す
で
に
同
仁
堂
と
呼
ば
れ
る
善
堂
が
あ
り
、
接
嬰
堂
は
そ
の
空
地
に
建
て
ら
れ
た
。
接
嬰
堂
と
同
仁
堂

と
は
一
緒
の
経
営
睡
で
あ
り
、
雨
者
は
同
じ
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
、
接
嬰
堂
の
運
営
資
金
が
不
足
し
た
時
に
は
、
同
仁
堂
が
こ
れ
を

補
填
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
接
嬰
堂
が
張
堰
鎖
済
嬰
局
と
同
じ
よ
う
に
、
民
間
人
に
よ
っ
て
民
間
資
金
を
中
心
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

青
浦
接
嬰
堂
も
、
松
江
育
嬰
堂
と
は
濁
立
し
た
別
個
の
田
産
一
四
五
畝
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
接
嬰
堂
が
完
全
な
「
民
掲
」
に
よ

っ
て
い
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
こ
こ
で
も
、
蘇
内
で
徴
牧
さ
れ
る
地
丁
銭
糧
一
雨
に
つ
き
銭
十
文
を
加
徴
し
、
こ
の
う
ち
七
文
を
府

城
育
嬰
堂
へ
迭
り
、
残
り
の
三
文
を
勝
城
接
嬰
堂
の
牧
入
に
入
れ
て
い
た
。
『
松
江
育
嬰
堂
徴
信
録
』
牧
官
摘
項
下
に
、

一
O
O千
文
」

た
と
え
ば
同
治
八
年
、
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「
主
円
浦
懸
八
年
分
上
忙
辛
工
掴

「
青
浦
懸
八
年
分
下
忙
辛
工
摘

二
O
O千
文
」
と
あ
る
の
が
、
こ
の
車
円
浦
懸
か
ら
十
文
の

う
ち
七
文
を
割
い
て
迭
っ
た
分
で
あ
ろ
う
。

『
光
緒
主
円
浦
懸
志
』

米
に
つ
い
て
も
「
漕
摘
」
と
い
う
名
で
加
徴
さ
れ
、
府
城
の
育
嬰
堂
へ
遺
っ
て
い
た
こ
と
は
『
松
江
育
嬰
堂
徴
信
録
』
の
牧
支
報
告
か
ら
確
寅

南
涯
鯨
で
も
、
懸
下
で
徴
牧
さ
れ
る
漕
米
と
地
丁
銭
糧
に
育
嬰
の
た
め
の
寄
附
(
指
〉
と
し
て
一
石
に
つ
き
十
文
、
一
雨
に
つ
き
五

(

お

)

一
部
を
府
城
の
育
嬰
堂
へ
、
選
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
青
浦
鯨
域
の
接
嬰
堂
も
南
漉
牒
城

『
民
園
青
浦
鯨
績
志
』
に
は
、
と
も
に
具
鐙
的
な
記
事
は
見
え
な
い
が
、
漕

で
あ
る
。

文
を
加
徴
し
、
そ
の

一
一
部
を
鯨
城
の
接
嬰
堂
へ
迭
り

の
接
嬰
堂
も
、

一
方
で
府
城
育
嬰
堂
と
は
濁
立
し
た
国
産
を
も
ち
な
が
ら
、

ま
た
一
方
で
は
、
上
位
・
下
忙
辛
工
摘
と
漕
掲
の
徴
牧
と
そ
の
分

『
松
江
育
嬰
堂
徴
信
録
』
牧
官
摘
項
下
に
よ
れ
ば
、
主
円
浦
燃
と
南
准
鯨
だ
け
で
は

配
を
通
じ
て
、
密
切
な
関
係
を
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

な
く
、

府
城
に
鯨
治
(
腕
柿
耐
腕
〉
を
置
い
て
い
る
華
亭
蘇
と
婁
懸
を
除
い
て
、

の
こ
り
の
五
鯨
と
川
沙
聴
か
ら
は
す
べ
て
上
忙
・
下
忙
辛
工
摘
と

漕
揖
と
が
迭
ら
れ
て
来
て
い
る
。
こ
れ
は
、
各
懸
の
嬰
児
た
ち
を
各
懸
の
下
で
す
べ
て
育
て
き
る
こ
と
が
で
き
ず
、
代
り
に
府
城
の
育
嬰
堂
で
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育
て
て
も
ら
う
こ
と
に
劃
す
る
謝
躍
あ
る
い
は
援
助
金
で
あ
り
、

よ
り
卒
た
く
言
え
ば
、

「
代
金
」
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
、
同
治
十
一
年
(
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八
七
二
)

に
南
漉
豚
城
の
接
嬰
堂
が
育
嬰
堂
に
改
組
さ
れ
る
と

府
城
へ
嬰
児
を
送
り
出
さ
な
く
な
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
府
城
育
嬰
堂
へ

同
時
に
迭
っ
て

い
た
上
忙
・
下
忙
辛
工
摘
と
漕
掲
と
も
迭
ら
な
く
な
り
、
こ
れ
を
自
ら
の
育
嬰
資
金
の
中
に
組
み
入
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

か
つ
て
、
康
照
四
十
一
年
(
一
七

O
二
)
に
蘇
州
府
下
の
嘉
定
鯨
南
閉
鎖
で
留
嬰
堂
が
建
て
ら
れ
た
時
に
は
、
全
鎮
の
土
大
夫
や
商
人
た
ち
が

(

幻

)

資
金
を
出
し
あ
い
、
こ
れ
を
蘇
州
育
嬰
堂
へ
迭
っ

て
援
助
す
る
と
と
も
に
、
嬰
児
た
ち
を
も
迭
り
込
ん
で
い
た
。
新
江
省
卒
湖
町
肺
城
の
留
嬰
堂

(
刊
山
〉

も
こ
れ
と
同
じ
く
、
嬰
児
た
ち
を
蘇
州
育
嬰
堂
へ
迭
る
と
と
も
に
、
毎
月
、
養
育
費
を
も
、選
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
遁
光
年
聞
か
ら
後
の
松

青浦東系下における接嬰局設置貼

同治9年銭嬰局を設置(同仁堂あり〉

同治8年援嬰局を同善堂に附設

同治9年援嬰局を同仁堂に附設

同治 8生存援嬰局を文昌閣に附設(ー善堂あり〉

同治10年援嬰堂を三善堂に附設

問治8年保嬰堂を建て援嬰を粂緋(繍善堂あり)

光緒6年接嬰局を設置〈同仁堂あり〉

(同欝堂あり)

(同善堂あり)

(永善堂あり)

表 6

珠街悶鋲

金湾 銀

賞渡銀

観音堂銀

七資銀

i四淫 3良

章練塘銀

方家事E銀

播龍銀

重固銀

江
府
下
の
各
懸
で
は
、
こ
の
よ
う
に
接
嬰
資
金
の
調
達
に
知
将
が
大
き
く
開
興
し
て
い
た
。
各
懸

の
接
嬰
堂
は
府
城
の
育
嬰
堂
と
同
じ
よ
う
に
濁
自
な
田
産
を
持
ち
つ
つ
、

ま
た
主
円
浦
鯨
の
場
合
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
資
金
不
足
に
陥
っ
た
時
に
は
そ
の
地
の
同
仁
堂
に
援
助
を
あ
お
ぎ
な
が
ら
、

民
間
資
金
だ
け
で
は
完
結
で
き
ず
、
こ
れ
ま
た
府
城
の
育
嬰
堂
と
同
じ
よ
う
に
「
官
揖
」
を
牧
入
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源
の

一
つ
に
組
み
込
ん
で
い
た
。

も
う

一
度
、
表
4
を
見
な
お
す
と
、
主
円
浦
懸
の
接
嬰
堂
か
ら
迭
ら
れ
る
も
の
が
、
月
を
お
っ
て

増
加
し
て
い
る
の
に
気
が
つ
く
。
同
治
八
年
と
九
年
と
を
比
較
し
た
だ
け
で
も
五
六
人
増
加
し
て

お
り
、
こ
の
年
聞
の
増
加
率
一
四
四
%
は
、
育
嬰
堂
全
世
の
増
加
率
三
一
%
を
大
き
く
上
ま
わ
っ

ち
ょ
う
ど
青
浦
懸
で
は
接
嬰
事
業
が
こ
の
頃
に
整
備
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

て
い
る
。
こ
れ
は
、

同
治
八
年
の
こ
と
、
青
浦
蘇
接
嬰
堂
の
司
事
で
あ
る
張
文
歪
は
、
問
料
城
を
と
り
ま
く
四
郷
に
接

嬰
堂
の
分
局
を
推
し
贋
め
よ
う
と
は
か
っ
た
。
こ
の
提
言
に
従
い
、

八
年
か
ら
十
年
に
か
け
て
蘇

下
の
各
地
に
接
嬰
局
が
分
置
さ
れ
る
。
ま
ず
、
接
嬰
局
が
ど
の
よ
う
な
僚
件
を
備
え
た
と
こ
ろ
に

置
か
れ
た
か
を
知
る
た
め
に
、
接
嬰
局
が
分
置
さ
れ
は
じ
め
る
同
治
八
年
よ
り
も
前
に
、
善
堂
を

自
ら
持
っ
て
い
た
地
黙
を
諸
資
料
に
よ
っ
て
す
べ
て
列
奉
し
、

さ
ら
に
寅
際
に
接
嬰
局
が
置
か
れ



(

却
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た
所
と
の
割
腹
関
係
を
調
べ
て
み
る
(
表
6
)
。
す
る
と
、
明
ら
か
に
接
嬰
局
が
設
置
さ
れ
た
七
つ
の
地
黙
は
、
す
べ
て
『
光
緒
青
浦
蘇
志
』
巻

二
、
彊
域
(
鎖
市
〉
で
鎮
と
呼
ば
れ
て
い
る
都
市
(
中
心
地
)
で
あ
り
、
さ
ら
に
す
べ
て
そ
れ
以
前
か
ら
何
ら
か
の
善
堂
を
持
っ
て
い
た
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
。
次
に
、
そ
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
設
置
情
況
を
調
べ
て
み
る
と
、
金
津
鎖
、
黄
渡
鎖
、
七
賓
鎮
の
三
つ
の
鎮
で
は
、
在
来
の
善
堂

を
そ
の
ま
ま
設
置
場
所
と
し
て
用
い
た
。
な
か
で
も
七
賓
鎮
の
場
合
を
見
る
と
、
貫
際
に
接
嬰
堂
と
い
う
名
の
施
設
が
置
か
れ
た
の
は
、
同
治

十
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
は
三
善
堂
と
呼
ば
れ
る
善
堂
が
そ
れ
以
前
か
ら
あ
り
、
表
4
に
見
え
る
と
お
り
、
す
で
に

同
治
八
年
、
九
年
に
も
嬰
見
を
府
城
へ
迭
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
接
嬰
事
業
を
整
備
す
る
に
あ
た
っ
て
、
従
来
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
鎮
で
お
こ
な

っ
て
き
た
事
業
を
そ
の
ま
ま
縫
承
し
、
各
鎮
で
民
間
人
が
経
営
し
て
い
た
善
堂
を
そ
の
ま
ま
基
盤
と
し
て
使
用
し
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
青
浦
懸
城
に
接
嬰
堂
を
置
い
た
の
と
全
く
同
じ
パ
タ
ン
で
あ
る
。
牒
城
接
嬰
堂
が
そ
れ
ま
で
か
ら
あ
っ
た
同
仁
堂
を
そ
の

ま
ま
基
盤
と
し
て
用
い
て
設
置
さ
れ
、
経
営
も
合
掛
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
各
地
に
接
嬰
局
を
置
く
時
も
、
こ
れ
と
全
く
同
じ
パ
タ
ン
で
サ
イ
ズ

を
ひ
と
ま
わ
り
小
さ
く
し
て
繰
り
返
し
た
の
で
あ
る
。
師
肺
城
接
嬰
堂
が
府
城
育
嬰
堂
と
は
別
の
固
有
の
国
産
を
持
っ
て
い
た
の
と
こ
れ
ま
た
同
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様
、
各
鎮
の
接
嬰
局
も
豚
城
接
嬰
堂
と
は
別
の
国
産
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
意
味
で
、
各
鎖
援
嬰
局
は
豚
城
接
嬰
堂
の
ま
さ
し
く
分
局
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
、
各
鎮
の
接
嬰
局
が
各
鎮
で
そ
れ
ぞ
れ
調
達
で
き
る
資
金
だ
け
を
用
い
て
運
営
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、
こ
れ
ま
た
そ
う
で
は
な
か

っ
た
。
知
厭
は
、
各
銀
に
接
嬰
局
を
分
置
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
運
営
の
た
め
の
基
金
を
下
付
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
金
津
鎖
接

嬰
局
に
五

O
O千
文
、
観
音
堂
鎮
接
嬰
局
に
二
八

O
千
文
、
七
賓
銀
接
嬰
堂
に
四

O
O千
文
興
え
た
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
金
津
鎖
、

黄
渡
銀
、

七
賓
鎮
の
各
接
嬰
局
に
封
し
て
は
、
銭
糧
公
費
の
項
目
か
ら
毎
年
六

O
千
文
と
か
七

O
千
文
か
ず
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
輿
え
て
い
る
。

じ
も
の
が
、
今
度
は
、

こ
の
貼
で
も
、
懸
城
接
嬰
堂
と
全
く
同
じ
パ
タ
ン
の
繰
り
返
し
で
あ
っ
た
。
鯨
城
接
嬰
堂
が
府
城
育
嬰
堂
と
の
関
係
の
な
か
で
見
せ
た
の
と
同

一
段
階
下
が
っ
て
、
各
鎮
接
嬰
局
と
懸
城
接
嬰
堂
と
の
関
係
に
見
ら
れ
た
。
金
海
銀
、
観
一
Z

目
堂
銀
、
七
賓
鎮
へ
輿
え
ら
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れ
た
知
蘇
の
援
助
金
が
そ
れ
ぞ
れ
こ
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
各
鎮
で
接
嬰
事
業
を
お
こ
な
う
に
あ
た
っ
て
負
権
能
力
が
そ
れ
ぞ
れ
こ
と
な
っ
て
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い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
接
嬰
事
業
は
す
で
に
各
鎮
で
そ
れ
ま
で
に
持
っ
て
い
た
固
有
な
資
金
調
達
の
た
め
の
能
力
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
ら
れ

な
が
ら

一
一
勝
全
域
に
わ
た
る
接
嬰
網
を
敷
こ
う
と
す
る
と
民
開
資
金
だ
け
で
は
足
り
ず
、

そ
れ
ぞ
れ
が
不
足
す
る
分
だ
け
、
知
蘇
が
補
助
を

問
問
え
た
の
で
あ
っ
た
。七

賓
銀
、
澗
浬
鎖
か
ら
は
府
城
へ
嬰
児
を
迭
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
青
浦
蘇
下
の
そ
の
他
の
諸
鎮
か
ら
は
、
迭
ら
れ
て

き
た
記
録
が
見
え
な
い
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
同
治
九
年
の
末
ま
で
は
、
黄
渡
鎮
、
翻
一
耳
目
堂
銀
、
珠
街
閣
鎖、

金
津
銀
か
ら
は
ま
ず
主
円
浦
鯨
城
へ

表
4
を
見
る
と
、

迭
ら
れ
、
次
に
こ
こ
か
ら
松
江
府
城
へ
鱒
逸
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
地
園
1
参
照
)
。

程
」
の
一
僚
に
は
、

同
治
十
年
の
制
定
と
思
わ
れ
る
「
青
浦
鯨
接
嬰
章

(

ω

)

 

「
現
在
、
接
嬰
堂
へ
轄
逸
さ
れ
て
く
る
四
郷
の
嬰
児
た
ち
は
、
昔
に
比
べ
て
倍
増
し
て
い
る
」
と
見
え
る
。
青
浦
懸
接
嬰

堂
で
は
嬰
児
の
定
員
を
五
人
と
限
り
、
新
し
く
入
っ
て
く
る
と
古
い
順
番
か
ら
天
気
の
良
い
日
を
選
ん
で
、
船
に
乗
せ
て
府
城
ま
で
運
ん
で
い

た
と
い
う
。
定
員
が
五
人
で
は
、
接
嬰
網
が
完
備
す
る
に
と
も
な
っ
て
、
衣
か
ら
衣
へ
と
接
嬰
堂
へ
運
び
込
ま
れ
る
嬰
児
た
ち
は
、
ほ
と
ん
ど

一部ー

そ
の
ま
ま
府
城
育
嬰
堂
へ
迭
り
出
す
ほ
か
な
く
、

か
く
し
て
表
4
に
見
ら
れ
る
と
お
り
、

車内浦
懸
接
嬰
堂
か
ら
の
輔
、途
分
の
A

志
激
な
増
加
と
な

つ
で
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
で
は

た
だ
で
さ
え
嬰
見
を
多
く
抱
え
て
い
る
府
城
育
嬰
堂
は
た
ま
ら
な
い

た
だ
で
さ
え

「
落
し

穴
」
へ
は
ま
り
こ
む
の
が
危
慎
さ
れ
る
の
に
、
主
円
浦
鯨
か
ら
迭
ら
れ
て
く
る
嬰
見
の
増
加
率
が
一
四
四
%
で
あ
っ
て
は
、

た
ま
ら
な
い
。
こ
の

た
め
、
翌
同
治
十
年
(
一
八
七
一
〉
に
な
る
と
、
青
浦
豚
接
嬰
堂
で
は
乳
房
を
増
築
し
、
二

O
数
名
ま
で
牧
容
能
力
を
増
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
措
置
は
、

か
つ
て
道
光
年
聞
に
張
堰
鎮
で
済
嬰
局
が
新
設
さ
れ
た
の
と
類
似
し
た
も
の
で
、
府
城
育
嬰
堂
で
嬰
児
が
増
加
し
て
ゆ
く
の
に
封

し
て
、
若
干
の
緩
和
作
用
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
、
鎮
↓
豚
城
↓
府
城
と
い
う
接
嬰
ル

1
ト
が
定
着
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
中
心
地
は
、
半
径
約
五
か
ら
一

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
半
径
約

二
0
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
、
半
径
約
五

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
接
嬰
H
育
嬰
事
業
圏
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
清
代
前
期
に
大
都
市
で
は
じ
ま
っ
た
育

嬰
事
業
は
、
接
嬰
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
清
代
後
期
に
は
鎮
ま
で
前
線
基
地
を
の
ば
し
た
の
で
あ
る
。

『
松
江
育
嬰
堂
徴
信
録
』
に
あ
ら
わ
れ
た
同
治
八
年
、
九
年
の
育
嬰
貫
績
は
、
こ
の
よ
う
に
松
江
育
嬰
堂
だ
け
の
貧
績
で
は
な
く
、
府
下
の



全
域
に
置
か
れ
た
済
嬰
局
、
接
嬰
堂
、
接
嬰
局
の
賓
績
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
草
に
松
江
府
城
に
よ
っ
て
措
わ
れ
た
事
業
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、
府
城
と
諸
鯨
城
、
諸
鎖
に
よ
っ
て
共
同
で
撞
わ
れ
た
事
業
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ー同
治
八
年
、
九
年
の
記
録
に
あ
ら

か
つ
て
嘉
慶
年
聞
に
府
城
で
育
嬰
堂
が
開
設
さ
れ
た
頃
か
ら
あ
っ
た
も
の
を
縫
承
し
つ
つ
、
さ
ら
に
整
備
を
加
え

わ
れ
た
こ
の
共
同
事
業
は
、

た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
鯨
城
に
置
か
れ
た
接
嬰
堂
も
、
同
治
八
年
、
九
年
の
頃
に
は
純
粋
な
「
民
摘
」
に
よ
る
運
営
で
は
な
く
、
府
城
育

嬰
堂
と
同
じ
よ
う
に
「
{
目
指
」
も
牧
入
源
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
、
鎖
に
置
か
れ
た
接
嬰
局
も
、
す
べ
て
が
純
粋
な
民
捕
に
よ
る
運
営

で
は
な
く
、
や
は
り
地
方
官
が
調
達
し
た
資
金
も
入
り
こ
ん
で
い
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
府
下
全
域
に
わ
た
る
公
共
事
業
が
、
行
政
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
も

と
も
と
、
府
下
の
接
嬰
事
業
は
嘉
慶
年
聞
に
府
城
で
育
嬰
堂
が
開
設
さ
れ
た
直
後
か
ら
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
。
嘗
時
の
育
嬰
堂
は
、
典
型
的

な
民
摘
、
民
掛
と
い
う
方
式
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
援
嬰
事
業
も
嘗
然
民
樹
、

つ
ま
り
民
間
人
に
よ
る
運
営
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
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れ
る
。
張
堰
鎮
で
は
道
光
年
聞
に
済
嬰
局
が
設
け
ら
れ
る
前
か
ら
、
民
間
人
が
府
城
育
嬰
堂
へ
嬰
児
を
迭
り
こ
ん
で
い
た
し
、
済
嬰
局
の
設
置

に
も
地
方
官
は
大
き
く
閥
輿
し
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
青
浦
鯨
で
接
嬰
網
を
整
備
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
い
か
に
知
蘇
に
よ
る
行
政
の
力
が
働

い
た
と
は
い
え
、
従
来
か
ら
あ
っ
た
民
間
人
に
よ
る
「
善
拳
」
を
そ
の
ま
ま
基
盤
と
し
て
纏
承
し
、
利
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
府

下
全
域
に
わ
た
る
接
嬰
事
業
が
行
政
に
よ
っ
て
計
霊
的
に
組
織
さ
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
奉
賢
牒
と
南
潅
鯨
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
府
城
に
よ

り
近
い
鎮
か
ら
接
嬰
せ
ず
、
し
か
も
鯨
治
(
蘇
藤
〉
所
在
地
で
あ
る
鯨
城
か
ら
接
嬰
す
る
と
い
っ
た
珍
現
象
な
ど
、

府
城
か
ら
は
よ
り
遠
く
、

生
ま
れ
る
は
ず
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

府
城
の
育
嬰
堂
を
中
心
と
す
る
鯨
城
の
接
嬰
堂
、
鎮
の
接
嬰
局
・
済
嬰
局
と
の
統
合
関
係
は
、
行
政
に
お
け
る
統
合
関
係
と
は
全
く
違
っ
て

い
た
。
松
江
府
下
の
育
嬰
H
接
嬰
事
業
は
、
府
城
育
嬰
堂
が
上
か
ら
一
方
的
に
組
織
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
各
城
鎮
の
連
合
に
よ
る
事

業
で
あ
っ
た
。
府
城
、
懸
城
、
鎮
の
堂
局
は
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
田
産
を
そ
な
え
、
ま
た
そ
れ
を
運
営
し
た
の
も
園
都
や
省
城
、
府
城
か
ら
涯

遣
さ
れ
て
来
た
官
僚
で
は
な
い
、
ま
さ
し
く
現
地
の
民
間
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
こ
に
見
ら
れ
た
統
合
も
、
き
わ
め
て
分
権
的
な
も
の
で
、
保

511 
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よ
り
限
定
し
て
長
江
下
流
の
地
方
位
舎
に
は
、
府
域
と
い
う
か
な

り
贋
い
領
域
に
ま
た
が
り
、
地
方
官
に
よ
る
上
か
ら
の
統
合
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
に
民
開
人
に
よ
る
よ
り
分
権
的
な
統
合
が
併
存
し
て
い
た

件
さ
え
と
と
の
え
ば
、

い
つ
で
も
濁
立
し
て
い
っ
た
。
清
代
の
地
方
社
舎
、

の
で
あ
っ
た
。

五

結

圭五
回口

清
代
前
期
に
府
城
レ
ベ
ル
の
大
都
市
で
は
じ
ま
っ
た
育
嬰
事
業
は
、
接
嬰
と
い
う
方
式
だ
け
に
か
ぎ
れ
ば
、
清
代
後
期
に
は
鎮
に
ま
で
そ
の

い
ま
、
松
江
府
青
浦
蘇
を
例
に
と
っ
て
、
時
開
と
空
聞
を
重
ね
あ
わ
せ
て
そ
の
準

前
線
基
地
を
の
ば
し
、
そ
の
事
業
網
を
級
密
に
し
て
い
た
。

展
を
園
式
化
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

清
代
前
期
日
府
城
育
嬰
堂
H
康
照
十
三
年
(
一
六
七
四
)
|
↓
清
代
中
期
日
懸
城
接
嬰
堂
H
道
光
八
年
(
一
八
二
八
)
|

l
v
清
代
後
期
日
銭

接
嬰
局
H
同
治
八
年
J
光
緒
六
年
(
一
八
六
九
J
一
八
八
O
〉

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
一
つ
の
モ
デ
ル
に
す
ぎ
ず
、
各
地
各
地
で
大
き
な
差
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
同
じ
鎮
と
呼
ば
れ
る
都
市
(
中
心
地
)

で
も
、
蘇
州
府
嘉
定
鯨
南
閉
鎖
で
は
、
康
照
四
十
一
年
(
一
七
O
二
)
に
建
て
ら
れ
た
留
嬰
堂
を
乾
隆
八
年
(
一
七
八
三
)
に
育
嬰
堂
と
改
め
て

自
ら
育
嬰
を
お
こ
な
い
、
さ
ら
に
嘉
慶
十
八
年
〈
一
八
二
二
)
に
な
る
と
賓
山
鯨
の
楊
行
鎮
と
江
湾
鎖
に
置
か
れ
た
留
嬰
堂
か
ら
今
度
は
嬰
児
を

(

幻

)

受
け
と
り
、
育
て
て
い
る
。

育
嬰
H
接
嬰
網
が
鎖
に
ま
で
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
、
こ
こ
ま
で
前
線
基
地
が
の
び
て
く
れ
ば
、
次
に
は
さ
ら
に
ど
こ
へ
基
地
を
準
め
る
か
、
が

首
然
の
関
心
事
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
ほ
か
で
も
な
い
、
鎮
の
周
園
を
と
り
ま
く
慶
大
な
郷
村
を
ど
う
す
る
か
、

で
あ
る
。

は
た
し
て
青

浦
鯨
下
の
珠
街
閉
鎖
で
は
、
全
嬰
曾
と
呼
ぶ
善
舎
が
新
た
に
つ
く
ら
れ
、
郷
村
で
生
ま
れ
た
嬰
見
を
す
ぐ
に
鎮
へ
迭
ら
せ
ず
、

(

m

M

)

 

さ
ら
に
府
城
育
嬰
堂
へ
運
ん
で
い
る
。

ま
ず
二
箇
月
間

は
そ
の
郷
村
で
育
て
さ
せ
、
そ
の
後
は
じ
め
て
鎮
の
接
嬰
堂
へ
迭
ら
せ

こ
れ
は
光
緒
八
年
(
一
八
八

二
〉
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
接
嬰
局
が
置
か
れ
て
か
ら
十
二
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
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育
嬰
堂
、
接
嬰
堂
、
接
嬰
局
、
済
嬰
局
が
共
同
し
て
に
な
っ
た
育
嬰
H
接
嬰
事
業
は
、
そ
れ
が
府
下
全
域
に
及
ぶ
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
行

政
的
な
停
達
の
た
め
に
敷
か
れ
た
官
僚
シ
ス
テ
ム
の
よ
う
に
純
粋
に
政
治
的
な
関
係
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
る
も
の
で
は
、
決
し
て
な
か
っ
た
。

し
か
し
逆
に
、
一
商
品
交
換
の
た
め
に
敷
か
れ
た
一
商
業
シ
ス
テ
ム
の
よ
う
に
、
経
済
的
な
閥
係
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
た
も
の
か
と
い
う
と
、
ま
た

そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
松
江
育
嬰
堂
の
牧
入
源
で
み
た
よ
う
に
、
一
高
一
人
ギ
ル
ド
か
ら
の
牧
入
は
主
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
各
懸
の
接
嬰
堂

や
接
嬰
局
、
済
嬰
局
の
ど
の
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、
一
商
人
ギ
ル
ド
が
経
営
に
中
心
的
な
役
割
を
は
た
し
て
い
た
よ
う
に
な
い
の
で
あ
る
。
ま

た
と
え
ば
青
浦
懸
賞
渡
鎮
の
接
嬰
局
は
、
車
問
浦
鯨
接
嬰
堂
を
経
由
し
て
松
江
府
城
へ
縛
迭

す
る
よ
り
、
府
境
を
ま
た
げ
ば
す
ぐ
そ
ば
に
あ
る
南
朔
鎮
の
育
嬰
堂
へ
逢
っ
た
方
が
、
は
る
か
に
経
済
的
で
殺
率
が
あ
が
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

た
、
た
ん
に
接
嬰
の
数
率
と
い
う
貼
か
ら
み
れ
ば
、

責
渡
銀
に
生
ま
れ
た
一
人
の
嬰
見
は
、
こ
の
よ
う
な
「
不
経
済
」
な
シ
ス
テ
ム
の
お
か
げ
で
、
南
朔
鎮
へ
迭
ら
れ
る
よ
り
も
距
離
に
し
て
約
四

倍
も
船
に
乗
っ
て
運
ば
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
育
嬰
事
業
は
、
こ
の
よ
う
に
行
政
的
な
シ
ス
テ
ム
に
も
ま
た
経
済
的
な
シ
ス
テ
ム
に
も

一
方

的
に
解
消
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
、
そ
の
雨
者
を
含
み
つ
つ
、
そ
れ
か
ら
は
み
出
し
、
越
え
た
と
こ
ろ
の
、

い
ま
の
と
こ
ろ
か
り
に
文
化
的
な
シ

- 89ー

ス
テ
ム
と
で
も
呼
ぶ
ほ
か
な
い
統
合
の
も
と
で
、
遂
行
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
育
嬰
事
業
が
、
園
家
地
方
官
に
よ
る
一
方
的
な
お
し
つ
け
で
あ
っ
た
と
は
、
決
し
て
考
え
ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
嘉
慶
十

四
年
に
開
設
さ
れ
た
松
江
育
嬰
堂
は
、
そ
の
嘗
初
は
典
型
的
な
ま
で
に
自
護
的
に
集
う
人
々
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
て
い
た
。
地
方
官
は
、
官
僚

組
織
が
育
嬰
事
業
に
介
入
す
る
と
せ
っ
か
く
の
善
奉
も
弊
害
を
生
む
と
考
え
、
む
し
ろ
紳
士
や
商
一
人
ら
民
間
人
の
自
護
性
に
ま
か
せ
よ
う
と
考

え
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
彼
ら
民
間
人
が
に
な
っ
た
育
嬰
事
業
は
、
純
粋
な
民
摘
、
民
掛
と
い
う
方
式
を
績
け
て
ゆ
け
な
い
よ
う
な
し
く
み
を
持
っ
て
い

た
。
つ
ま
り
、
彼
ら
が
一
人
で
も
多
く
の
嬰
児
を
救
い
、
そ
の
生
命
を
全
う
さ
せ
よ
う
と
「
善
拳
」
に
は
げ
め
ば
は
げ
む
ほ
ど
、
育
嬰
堂
に
牧
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養
さ
れ
る
嬰
児
の
数
は
ふ
く
れ
あ
が
っ
て
ゆ
く
。
嬰
見
の
増
加
は
育
嬰
堂
の
業
務
を
増
し
、
同
人
た
ち
は
そ
れ
ま
で
以
上
に
瞳
と
力
を
提
供
せ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
と
同
時
に
そ
れ
ま
で
以
上
に
資
金
の
調
達
に
苦
心
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
開
設
か
ら
一

O
年
除
り
し
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て
、
す
で
に
こ
の
二
つ
の
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
松
江
育
嬰
堂
の
同
人
た
ち
は
、
民
緋
を
績
け
る
こ
と
を
確
約
す
る
と
と
も
に
、
自

腹
を
切
っ
て
資
金
の
不
足
を
補
お
う
と
し
て
い
た
。
育
嬰
堂
の
経
営
に
首
番
で
就
い
た
者
が
不
足
分
を
補
填
す
る
方
式
は
、
他
の
育
嬰
堂
で
も

し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、
た
と
え
ば
高
郵
州
育
嬰
堂
で
は
、
官
憲
の
力
に
よ
っ
て
不
足
分
を
嘗
番
に
就
い
た
郷
紳
や
生
員
に
強
制
的
に

(
お
〉

「
径
役
で
さ
え
も
こ
ん
な
に
ひ
ど
く
は
な
い
」
と
郷
紳
や
生
員
に
恐
れ
ら
れ
た
。
松
江
育
嬰
堂
で
も
善
問
挙
が
径
役
の
ご

受
け
も
た
せ
た
た
め
、

と
き
も
の
に
時
化
す
る
可
能
性
は
い
く
ら
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

嬰
見
を

一
人
で
も
多
く
生
か
し
育
て
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
成
果
を
あ
.け
れ
ば
あ
げ
る
ほ
ど
、
思
い
が
け
な
く
も
同
人
た
ち
の
自
渡
性
を
逆
に

失
わ
せ
る
結
果
を
生
ん
だ
。
松
江
育
嬰
堂
の
よ
う
に
土
地
か
ら
の
牧
盆
を
牧
入
源
の
中
心
に
す
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
資
金
の
調
達
が
安
定
す
れ

ば
す
る
ほ
ど
、
育
嬰
の
貫
績
も
「
悪
し
き
安
定
化
」
に
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
清
代
中
期
の
揚
州
育
嬰
堂
で
は
、

(
引
品
〉

嬰
堂
だ
」
と
掬
撤
さ
れ
る
ほ
ど
、
す
さ
ま
じ
い
ば
か
り
の
死
亡
率
を
出
し
て
い
た
が
、
松
江
育
嬰
堂
で
も
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
そ
の
危
険
性
を
苧

「
育
嬰
堂
で
は
な
く
、
殺

「
善
翠
」
あ
る
い
は
善
堂
の
経
営
そ
の
も
の
に
内
在
し
て
い
た
問
題
は
、

地
方
祉
舎
の
構
造
の
問
題
で
も
あ
っ
た
。
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ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

な
ぜ
な

ら
、
松
江
育
嬰
堂
で
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
嘗
時
の
地
方
祉
曾
で
は
、
民
摘
と
い
う
純
粋
な
民
間
人
に
よ
る
寄
附
や
、
こ
れ
を
も
と
に
購
入
し
た

土
地
か
ら
の
牧
盆
だ
け
で
は
と
て
も
運
営
に
必
要
な
額
を
ま
か
な
い
き
れ
ず
、
ど
う
し
て
も
園
家
|
地
方
官
が
そ
の
地
方
に
お
い
て
掌
握
し
て

い
る
徴
税
機
構
に
頼
ら
ざ
る
を
え
ず
、
こ
れ
に
よ
っ
て
必
要
な
資
金
を
調
達
し
て
も
ら
う
ほ
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
型
の
育

嬰
堂
は
、
善
堂
の
な
か
で
も
「
地
方
自
治
の
出
護
貼
」
と
な
る
可
能
性
を
と
ざ
さ
れ
て
い
た
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
官
治
と
封
抗
で
き
る
地

方
自
治
の
基
地
を
提
供
す
る
に
は
、
組
織
形
態
の
う
え
で
も
資
金
調
達
の
う
え
で
も
、
松
江
育
嬰
堂
が
抱
え
て
い
た
問
題
を
克
服
し
て
ゆ
く
必

要
が
あ
っ
た
。
も
う
一
度
、
松
江
育
嬰
堂
の
牧
入
に
同
仁
輔
元
堂
か
ら
の
迭
金
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
い
。
そ
れ
は
、
他
の
牧

ひ
と
り
同
治
八
年
分
が
約
八
四
九
千
文
、
同
治
九
年
分
が
約
一

O
六
O
千
文
と
増
加
し
、

士
山
』
で
は
二
一

O
O千
文
か
ら
一
三

O
O千
文
と
さ
ら
に
増
加
し
て
い
る
。
同
仁
輔
元
堂
は
、
同
治
年
聞
か
ら
光
緒
年
聞
に
か
け
て
、
着
賞
に

入
源
が
「
安
定
」
し
て
い
る
中
で
、

『光
緒
婁
懸
績



「
善
摘
」
(
善
撃
の
た
め
の
寄
附
金
〉
は
、

多
額
な
資
金
を
調
達
で
き
る
寅
力
を
つ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
同
仁
輔
元
堂
が
窓
口
と
な
っ
て
上
海
の
商
人
ギ
ル
ド
か
ら
徴
牧
し
た

ひ
と
り
松
江
育
嬰
堂
へ
迭
ら
れ
た
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
上
海
育
嬰
堂
と
上
海
清
節
堂
に
も
、
そ
し

て
松
江
府
域
全
節
堂
に
も
、
松
江
育
嬰
堂
へ
迭
っ
た
の
と
ほ
と
ん
ど
同
額
の
善
摘
を
そ
れ
ぞ
れ
迭
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
そ
の
ま
ま
上
海
と
そ
こ
に
置
か
れ
た
同
仁
輔
元
堂
と
の
将
来
を
一
暗
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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註
(

1

)

拙
稿
「
善
舎
、
普
堂
の
出
設
」
(
小
野
和
子
編
『
明
清
時
代
の
政
治

と
祉
曾
』
所
枚
、
一
九
八
三
。
以
下
前
橋
同
と
略
稽
〉
、
「
清
代
前
期
の

育
嬰
事
業
」
(
『
富
山
犬
家
人
文
風
宇
都
紀
要
』
第
十
一
一
抗
、
一
九
八
六
。

以
下
前
稿
倒
と
略
稽
〉
。

(

2

)

仁
井
田
陸
「
清
代
湖
南
の
ギ
ル
ド
マ

1
チ
ャ
ン
ト
|
洪
江
の
十
館
首

士
の
場
合
|
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
二
十
一
巻
第
一
-
一
鋭
、
一
九
六
二
)
。

同
じ
く
、
『
洪
江
育
嬰
小
識
』
を
素
材
と
し
た
も
の
に
、
一
踊
田
節
生

「
清
代
湖
南
研
究
費
量
目
別

ωl『
洪
江
育
嬰
小
識
』
を
め
ぐ
っ
て
|
」

(
『
福
岡
女
子
短
期
大
皐
紀
要
』
第
一
一
一
説
、
一
九
八
て
第
二
六
挽
、

一
九
八
一
二
)
が
あ
る
が
、
仁
井
田
の
こ
の
よ
う
な
認
識
、
評
債
に
は
検

討
・
批
剣
が
見
え
な
い
。

(

3

)

近
代
上
海
の
地
方
自
治
が
、
「
官
治
」
に
射
す
る
補
助
と
し
て
の
み

あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
官
治
」
に
封
抗
す
る
「
自
治
」
で
あ

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
『
上
海
市
自
治
士
山
』
〈
中
華
民

園
四
年
、
一
九
一
五
刊
〉
の
巻
頭
を
か
ざ
る
、
沈
恩
字
の
序
文
を
見
ょ
。

な
お
、
同
仁
輔
元
堂
を
地
方
自
治
の
出
護
貼
で
あ
っ
た
と
記
す
の
は
、

『
民
図
上
海
懸
績
士
山
』
巻
二
、

建
置
上
、
善
堂
。
ま
た
、
前
註
(
1
〉前

稿
制
頁
二
二
て
参
照
。

(
4
〉
の
・
当
・

ω
E
g
o
-
2
2
5
2
E
Z
目

3
円
円
ど
。
四
回
、

02円

ωヨ
芯
自
白
w

w

-

ロ
叶

MNGOH匂
な
ド
白
な

LZM守
、
え
と
の
ど

E
・
E-ru、

。・
4
〈・

ω
r
-
5
0
3
H
S吋・

(
5
〉
上
海
博
物
館
所
蔵
。
こ
の
資
料
に
は
書
名
は
な
く
、
た
だ
版
心
に

「
育
嬰
堂
徴
信
銀
」
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
内
容
が
、
同
治

八
年
度
・
九
年
度
の
松
江
育
嬰
堂
に
お
け
る
舎
計
報
告
で
あ
る
た
め
、

今
か
り
に
、
「
松
江
育
嬰
堂
徴
信
録
(
同
治
八
年
九
年
〉
』
と
名
づ
け

る
。
な
お
、
『
上
海
郷
土
資
料
目
録
』
(
上
海
古
籍
書
庖
編
、
一
九
六

一
年
四
月
序
)
に
は
、
『
松
郡
育
嬰
堂
徴
信
銀
』
が
著
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
未
見
で
あ
る
が
、
解
説
に
よ
れ
ば
同
治
十
三
年
か
ら
光
緒
二
年

に
わ
た
る
費
計
報
告
で
あ
る
。

(

6

)

『
光
緒
婁
麻
績
士
一
一山
』
巻
二
、
建
置
、
育
嬰
堂
。

(

7

)

こ
の
上
識
は
、
『
洪
江
育
嬰
小
識
』
巻
頭
に
見
え
る
ほ
か
、
育
嬰
開

係
の
『
徴
信
録
』
に
し
ば
し
ば
枚
め
ら
れ
る
。

(

8

)

『
松
江
育
嬰
堂
徴
信
銀
(
同
治
八
年
九
年
〉
』
。
以
下
、
特
に
注
記
し

な
い
か
ぎ
り
、
こ
の
資
料
に
錬
る
。

(

9

)

前
註
(

1

)

前
稿

ω頁
一
九
八
お
よ
び
拙
稿
「
同
善
舎
小
史
」

林
』
第
六
五
巻
第
四
鏡
、
一
九
八
二
)
頁
五
七
。
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(

ω

)

補
正
が
必
要
で
あ
る
の
は
、
主
に
衣
の
三
つ
の
理
由
に
よ
る
。
第
一

に
、
『
松
江
育
嬰
堂
徴
信
銀
』
で
牧
租
息
項
下
と
あ
る
の
は
、
そ
の
ま

ま
土
地
か
ら
の
収
入
、
小
作
料
収
入
を
あ
ら
わ
す
の
で
は
な
い
。
そ
れ

は
、
現
物
(
槌
米
)
の
小
作
料
の
な
か
か
ら
、
漕
米

・
加
耗
米
と
し
て

現
物
の
米
の
形
で
税
を
納
め
、
さ
ら
に
育
嬰
堂
内
部
で
乳
婦
や
大
嬰

(
成
長
し
た
嬰
児
)
ら
が
消
費
し
た
分
を
差
し
引
き
、
こ
の
残
り
を
市

場
へ
頁
り
に
出
し
て
現
金
化
し
た
も
の
に
、
貨
幣
(
銭
)
納
さ
せ
た
小

作
料
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
土
地
収
入

(
小
作
料
枚
入
〉
を
確
定
す

る
に
は
、
こ
の
自
家
消
費
分
を
差
し
引
い
て
は
な
ら
な
い
し
、
ま
た
現

物
の
米
と
し
て
納
税
し
た
分
の
ほ
か
に
、
貨
幣
で
納
税
し
た
分
が
支
在

倉
関
除
の
方
で
別
立
て
で
計
上
さ
れ
て
お
り
、
骨回然
こ
の
二
つ
は
一
括

し
て
差
し
引
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
支
在
倉
閲
除
と
支
在
堂
開
除

と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
西
堂
と
東
堂
と
い
う
こ
つ
の
場
所
で
支
出
し
た
分
を

一
示
す
に
す
ぎ
な
い
。
第
三
に
、

支
在
堂
開
除
項
下
は
、
決
算
の
時
期
を

十
月
末
日
と
し
て
い
る
た
め
、
十
一
月
と
十
二
月
の
支
出
は
、
翌
年
度

の
曾
計
に
ま
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
補
正
を
次
の
よ
う
に
し
て
行
っ
た
。
ま
ず
、
土
地
(
小
作

料
)
枚
入
と
し
た
項
目
で
は
、
牧
租
怠
項
下
に
含
ま
れ
て
い
た
漕
米

・

加
耗
米
を
切
り
は
な
し
、
税
支
出
の
方
へ
一
括
し
て
ま
わ
し
た
。
こ
の

際、

小
作
料
は
す
べ
て
銭
納
さ
れ
た
も
の
と
し
、
換
算
レ
l
ト
は
、
同

年
に
小
作
料
を
折
納
す
る
時
に
用
い
ら
れ
た
槌
米
(
玄
米
〉
一
石
U
二

五
O
八
文
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
。

次
に
、
官
捕
の
項
目
に
は
、
牧
入
総
数
で
は
計
上
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
松
江
知
府
、
華
亭
・
婆
知
豚
か
ら
の
個
人
的
寄
附
、
計
六
十
千
文
を

加
え
た
。

ま
た
、
税
支
出
と
は
、
現
物
(
槌
米
)
納
入
分
と
貨
幣
(
銭
・
銀
〉

納
入
分
と
を
一
括
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
際
、
同
年
に
槌
米
を
市
場

で
寅
却
し
た
時
の
換
算
レ

I
ト
が
槌
米

一
石
H
二
七
六

O
文
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
に
若
干
う
わ
乗
せ
し
て
、
か
り
に
一
石
H

三
O
OO
文
の
レ

ー
ト
と
し
て
計
算
し
た
。
寅
は
、
抽
出
米
を
現
物
の
米
で
は
な
く
銭
納
す

る
場
合
、
公
定
レ
l
ト
で
は
、
同
治
七
年
分
の
潜
米
一
石
H
二
千
四
百

文
と
換
算
さ
れ
、
こ
れ
に
公
費
一
千
文
、
漕
費
四
十
八
文
、
脚
費
四
文

が
加
え
ら
れ
、合
計
し
て
一
石
H
H
三
四
五
二
文
の
換
算
で
あ
っ
た
(
『民

図
上
海
豚
績
士
官
巻
六
、
田
賦
上、

賦
額
)
。
な
お
、
白
井
佐
知
子
「
清

代
賦
税
関
係
数
値
の
一
検
討
」
(
『中
園
近
代
史
研
究
』
第

一
鋭
、
一
九

八一

〉
参
照
。

し
か
し
、
政
府
が
定
め
た
公
定
レ
l
ト
は
、
た
と
え

市
場
債
格
を
参
考
に
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
と
仮
定
し
て
も
、
や
は
り

「
政
治
米
債
」

で
あ
る
こ
と
は
避
け
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
現

買
に
現
物
の
米
で
納
入
し
て
い
る
の
に
、
こ

の
よ
う
な
「
政
治
米
債
」

で
換
算
し
て
仮
に
銭
で
代
納
し
て
い
た
ら
、
と
計
算
し
て
も
無
意
味
で

あ
り
、
か
つ
正
確
さ
を
期
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
銭
で
代
納

す
れ
ば
、
蛍
然
、
西
堂
で
必
要
な
経
費
に
出変
動
を
も
た
ら
し
て
し
ま
お

う
。
そ
こ
で
、
同
治
八
年
の
市
場
債
格
で
あ
る
一
石
H
二
七
六
O
文
に

若
干
う
わ
の
せ
し
て
、
か
り
に
一
石
H
三
O
O
O文
の
レ

l
ト
と
し
て

計
算
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、
こ
こ
で
補
正
し
示
し
う

る
数
値
は
、
あ
く
ま
で
近
似
値
で
し
か
な
い
こ
と
を
、
注
意
さ
れ
た

税
を
除
い
た
西
堂
経
鵬首
と
は
、

支
在
倉
開
除

か

ら

税

(
貨
幣
納
入

分
)
を
差
し
引
い
た
も
の
で
、
質
質
上
は
小
作
料
を
徴
収
し
た
り
納

税
す
る
時
の
事
務
経
鵬
首
で
あ
る
。
乳
婦
俸
給
、
事
務
職
員

・
雑
役
夫
俸
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給
、
留
療
費
、
衣
服
費
は
、
支
在
堂
開
除
の
細
目
か
ら
こ
れ
ら
に
関
係

す
る
費
用
を
十
二
箇
月
に
わ
た
っ
て
合
計
し
た
も
の
で
、
う
ち
衣
服
費

は
、
支
出
総
数
で
別
曾
計
と
な
っ
て
い
た
分
を
も
一
括
し
た
。

表
2
の
同
治
八
年
度
支
出
総
数
、
約
八
一
O
O
千
文
に
比
べ
、
表
3

の
支
出
線
数
が
約
一
高
五
七
二
千
文
と
増
加
し
て
い
る
の
は
、
主
に
向

治
八
年
十
一
月
・
十
二
月
の
在
堂
開
除
分
、
約
一
一
一
O
O
千
文
を
同
治

九
年
度
の
舎
計
に
繰
り
越
さ
な
か
っ
た
た
め
と
、
税
と
し
て
現
物
で
納

入
し
た
分
、
約
七
三
八
千
文
と
掌
内
で
の
自
家
消
費
米
穀
分
、
約
五
四

O
千
文
を
支
出
へ
含
め
た
た
め
で
あ
る
。
合
計
す
れ
ば
、
や
は
り
約
一

高
五
七
二
千
文
と
な
り
、
こ
れ
は
米
債
の
換
算
が
比
較
的
に
嘗
を
え
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
裏
附
け
て
い
る
。

(
日
)
も
っ
と
も
、
注
一
憲
す
べ
き
は
、
土
地
枚
入
が
七
三
%
に
の
ぼ
る
と
は

い
っ
て
も
、
税
と
徴
租
納
税
に
必
要
な
事
務
費
を
こ
れ
か
ら
差
し
引
け

ば
、
純
利
盆
は
五
五
五
五
千
文
絵
り
と
な
り
、
線
収
入
に
占
め
る
割
合

も
約
五
四
%
と
な
る
。
し
か
し
、
な
お
過
牢
は
土
地
収
入
で
あ
っ
た
。

〈
ロ
)
『
光
緒
重
修
奉
賢
勝
士
山
』
巻
二
、
建
置
、
接
嬰
堂
。

(
日
)
前
註
〈
6
〉。

(
U
〉
『
民
園
青
浦
町
肺
績
志
』
各
三
、
建
置
、
接
嬰
堂
、
「
(
同
治
十
年
〉
接

嬰
章
程
」
。

(
日
)
『
申
報
』
光
緒
八
年
六
月
二
十
四
日
(
一
八
八
二
年
八
月
七
日
)
、

「
蓮
潰
全
嬰
曾
縁
起
」
。

(
M
C
た
と
え
ば
、
『
沼
北
仁
済
留
嬰
堂
徴
信
銀
(
光
緒
十
四
年
至
光
絡
十

六
年
ど
に
よ
れ
ば
、
開
設
さ
れ
、
新
生
見
を
受
け
入
れ
は
じ
め
た
ば

か
り
の
光
絡
十
四
年
に
は
、
五
三
・
四
%
と
極
め
て
高
い
死
亡
率
を
示

す
が
、
十
五
年
、
十
六
年
に
な
る
と
、
と
も
に
四
一
%
に
低
下
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に

一
O
%
以
上
の
差
が
生
れ
た
の
は
、
十
五
年
に
な
る

と
十
四
年
を
生
き
の
び
た
嬰
児
た
ち
が
新
枚
の
嬰
見
た
ち
に
加
算
さ

れ
、
死
亡
率
を
低
め
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
前
稿
、
倒
頁
=
二
に
お
い
て
、
光
緒
一
六
年
(
一
八
九
O
)

の
南
湾
銀
育
嬰
堂
で
の
死
亡
率
を
三
二
%
と
し
た
が
、
こ
れ
は
死
亡
者

数
を
同
年
の
新
政
者
数
で
割
っ
た
も
の
で
あ
り
、
前
年
か
ら
ひ
き
績
き

政
養
さ
れ
て
い
る
者
を
も
加
え
た
死
亡
率
は
、
二
ハ
・
五
%
で
あ
る
。

謹
ん
で
、
訂
正
す
る
。

(
口
)
『
民
園
重
輯
張
堰
志
』
巻
二
、
志
建
置
、
済
嬰
局
。

(
問
)
前
掲
書
、
同
巻
。

(
山
口
〉
『
松
江
府
間
閣
歴
科
釆
芹
録
』
に
よ
っ
て
、
以
下
の
七
名
の
貫
籍
が
わ

か
る
。a

杜
昌
意
日
乾
隆
十
九
年
華
亭
鯨
皐
生
員
(
華
亭
懸
人
)

b
韓
楠
日
乾
隆
三
十
一
年
奉
賢
鯨
皐
生
員
(
奉
賢
懸
人
)

c
李
林
日
乾
隆
三
十
八
年
松
江
府
厚
生
員
(
南
漉
鯨
人
)

d

(

h

H

)

日
乾
隆
四
十
年
婁
懸
厚
生
員
〈
婁
懸
人
)

e

(

U

H

〉
日
嘉
慶
十
六
年
松
江
府
皐
生
田
貝
(
筆
亭
豚
人
〉

f
糞
桂
一
乾
隆
十
四
年
松
江
府
四
月
子
生
員
〈
南
潅
蘇
人
〉

E
(
ふ
り
乾
隆
五
十
三
年
松
江
府
皐
生
員
〈
宴
厭
人
)

h
墨

帯都

日
乾
隆
五
十
三
年
華
亭
照
準
生
員
(
牽
亭
鯨
人
)

i
朱
浜
一
乾
隆
五
十
五
年
松
江
府
皐
生
員
(
華
一苧
蘇
人
〉

j
食
元
枚
一
一
嘉
慶
二
年
金
山
田
柿
皐
生
員
(
金
山
鯨
人
)

〈
d
e
お
よ
び

E
は
同
姓
同
名
〉

こ
の
う
ち
、

a
は
育
嬰
堂
創
建
の
中
心
人
物
で
、
園
子
監
生
の
の
ち

幕
友
の
経
験
あ
り
(
『
光
緒
婁
蘇
績
志
』
巻
二
ハ
、
人
物
)
。

g
は
乾
隆
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五
九
年
摩
人
、
の
ち
懐
寧
薮
議
、

h
は
嘉
慶
三
年
翠
人
(
と
も
に
『
光

絡
婁
麻
績
志
」
径

一
五
、
選
摩
〉
。
さ
ら
に
、
後
註
(
初
〉
に
よ
っ
て
、

k
意

図

仁

(

背

浦

豚

人

)

と
推
定
。
な
お
、

こ
こ

で
は
同
姓
同
名
を
考
慮
外
と
し
た
。

(
却
〉
『
光
絡
加
価
龍
銀
志
』
義
局
、
仁
詩
堂
、
碑
記
。

(
幻
〉
『
同
治
上
海
豚
士
山
』
各
二
、
善
堂
、
育
嬰
堂
お
よ
び
同
仁
輔
元
堂
一
。

『
光
絡
南
耀
肺
紳
士
仙
』
巻
三
、
建
置
、

周
浦
鋲
育
聞
記
堂
。
『
光
緒
重
修
奉

賢
鯨
士
山
』
巻
二
、
建
置
、
育
嬰
堂
。

(
幻
〉
前
註
(
口
)
。

(お〉

『張
堰
済
嬰
局
徴
信
録
(
宣
統
二
年
至
民
園
十
七
年
)
』
は
、
上
海

図
書
館
所
蔵
。

(剖〉

『
光
緒
松
江
府
績
士
山
』
巻
九
、
建
置
、
張
津
済
嬰
局
。

(
お
〉
『
光
絡
調円
浦
鯨
志
』
径
三、

建
置
、
援
嬰
掌
、
『
民
園
背
浦
賂
綴
志
』

仰を
三、

建
置
、
接
製
堂
。

(
叩
山
)
『
光
緒
南
溢
勝
士
心
』
巻
三
、

建
置
、
育
嬰
堂。

〈
幻
)
前
註
〈
1
)
前
稿
刷
頁
二
八
。

(
お
)
『
光
緒
卒
湖
懸
志
』
各
四
、
建
置
下
、
育
嬰
堂
、
周
維
翰
新
建
育
嬰

掌
記
略
。

(
勿
〉
資
料
と
し
て
は
、
前
註
(

M

)

『
光
絡
松
江
府
綴
志
』
、
前
註
(
お
〉

『
光

絡
背
浦
師
蜘
士
ル
』
『
民
園
育
浦
賂
捕
刷
士
む

を
使
用
。

(
鈎
)
前
註
(
M
〉。

(
紅
)
『
民
圏
羅
庖
銀
士
山
』
径
三
、

営
建
、
普
堂
。

(

M

M

)

前
註
(
お
)
。

(
お
)
『
道
光
績
槍
高
郵
州
志
』
第
五
加
、
慈
文
、
重
修
育
嬰
堂
記
。

(
斜
〉
前
註
(
1
〉前
稿
凶
頁
一一一

一O
。

〔
附
記
〕

本
稿
で
用
い
た
資
料
の
牧
集
に
あ
た
っ
て
は
、
上
海
社
曾
科
間
学
院
、

上
海
博
物
館
、
上
海
図
書
館
の
大
き
な
助
力
を
得
た
。
こ
こ
に
、
心
よ

り
感
謝
の
意
を
表
わ
し
た
い
。
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LOCAL SOCIETY AND THE ACTUAL MANAGEMENT

OF THE HALL FOR INFANT RELIEF （ＹＵＹＩＮＧＴＡＮＧ）

　　　　

育嬰堂IN QING DYNASTY SONGJIANG 松江

FUMA Susumu

　　

Until now, it has been the view that the work of infant relief（ｙｕｙｍｅ

育嬰）in the Qing dynasty was forced upon unwilling civilians by the state.

Nevertheless, it was in fact something that was started voluntarily by the

people themselves as one of their “philanthropic acts”（ｓhaniｕ善阜）｡

　　

For instance, at the time of its establishment, the Hall for Infant

Relief of Songjiang used private funds and was managed by the local

people themselves. However, because of the organization of local society,

the greater the number of infants there were who were taken in to be

aided, the more onerous the management of the establishment became.

Subsequently, the death rate of the infants would increase, and the state

(i. e. local Ｏ伍cials) would be more likely to intervene｡

　　

In the case of the Songjiang Hall for Infant Relief, infants were passed

up from the “Offices for Receiving Infants”（がりみ7g泗接嬰局）ａｎｄ the

“Halls for Receiving Infants”（ｎｅｙｉｎｇ　tａｎｇ接嬰堂）thatwere located in

the seven counties of the prefecture.　According to the statistics for

Tongzhi同治8 and 9 (1869-70), twenty percent of the babies who were

received had been passed up from these local offices｡

　　

In the case of Qingpu 青浦county of Songiiang prefecture, after the

main “Hall for Infant Relief" had been established in the prefectural seat

in the early Qing, ａ“Hall for Receiving Infants” was established in the

county seat in the middle Qing, and an “Ｏ伍ce for Receiving Infants”

was established in each of the towns in the late Qing. Thus ａ network

was formed whereby babies were sent up from the villages to the towns

to the county, and finally to the prefectural seat for the business of infant

relief.

３


