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育
子
数
論
書
に

つ
い
て

本

庄

榮

治

郎

㎜

徳
川
時
代
に
人
口
制

限
が
廉
く
行
は
れ
た
こ
と
は

一
般
に
知

ら

れ
て
居
る
事
柄
で
あ
る
が
、
之
が
対
策
と
し

て
は
(
イ
)
信
仰

若
く
は
教
論

の
如
き
精
神
的
感
化

の
方
法
に
よ
り

(
ロ
)
又
は
物

質
的
に
手
當
米

や
育
児
金
を
與

へ
て
そ
の
恒
的

の
達
成
に
つ
と

め
(
ハ
)
或
は
刑
罰
を
課
す

る
が
如
き
諸
方
法
が
探
ら
れ
た
。
此

等
諸
方
法

の

一
斑

に
つ
い
て
は
既
に
拙
著
に
於

て
こ
れ
を
述
べ

た
が
、
薮
に
は
子
を
間
引
か
す
、
之
を
育

て
上
ぐ
べ
き
こ
と
を

教
論
ず

る
た
め
に
磯
行
せ
ら
れ
た
二
三
の
小
冊
子
に
つ
い
て

一

言
し
た
い
と
思

ふ
。
勿
論
當
時

の
墨
者
の
著
書
中

の
或

る
部
分

に
子
を
育

つ
べ
き
こ
と
を
諭
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
薮

で
は
問
題
と
せ
な

い
。
ま
た
小
児

の
育

て
方

に
閲
す
る
冊
子
も

二
三
瞥
見
し
た

が
、
こ
れ
も
問
題

で
は
な
い
。
藪

に
育
子
に
關

育
子
激
謹
書
に
つ
い
て

す

る
教
諭
書
と
い
ふ
は
間
引
矯

正
の
た
め
の
冊
子

で
あ
る
。

二

育
千
教
論
書

に
つ
い
て
拙
著

に
於

て
既

に

一
言
し
売
も
の
は

「
子
孫
繁
日日
手
引
草
」
な
る
書
で
あ
る
。
わ
が
経
済
學
部
研
究
室

所
蔵

の
も

の
は
、
明
治
六
年
夏
岩
代
國
信
夫
部
面
島
中
町
米
澤

屋
源
八
、
鈴
木
屋
卒
右
衛
門
、
同
九
右
衛
門
が
木
版
を
自
彫
し

て
地
本
せ
し
も

の
で
、
四
六
判
形

の
大
さ
で
始
め
に
予
か
ゑ
し

の
ゑ
づ
乏
題

し
て
墜
殺
の
圖
を
描
き
、
女

の
こ
玉
ろ
の
姿

と
し

て
鬼
面
に
攣
ぜ
る
圖
を
そ
の
裏
に
掲
げ
、
そ
れ
に
解
説
を
附
し

本
文
は
三
枚

の
も
の
で
あ
る
。
そ
の

一
節
に
曰
く
。

〔
枷

)

『
手
放

に
貧

乏
す
る

に
あ

ら
ず
、

こ
ど
も

が
身

上

の
や
せ

に
成
…ぱ
、
子

の
な

い
者

は
金
拍

に
山風
省
な
カ

ど
も
、
土人
妬
く

ら
し
ゃ

一
辺
者

に
も

貧
乏

人

の
有

を
み

て
は
、
子

の
看

な
し
に
よ
ら

ぬ
事
を
合
駐

す

べ
し

子
は
耶
麻鬼
に
な
ら

ぬ
わ
け
は
、
芋
を
植
れ

ば
親

い
も

の
…廻
り
に
、

こ

い
も

い
く
ら
も
芋

を
出

せ
ど
も
、

こ
芋

お

や
芋

の
邪
魔

に
は
な
ら
で

(
枷

〕

子
芋

が
多
け
れ
ば

、
か

へ
り

て
親

い
も
太

る
物
也
。
芋

の
や
せ
也
と

【
峡

)

て
こ
芋

を

か

へ
て
捨

れ
ば

、
{共
欠
目

よ
り

(
さ
り

て
却

て
一親
芋

の
痛

と
成

、
人

間
も
其
通

り

に
て
子
供

が
多

て

も

真
子

が
面

々

旛
分
を

も
ち
来

り
て
生

る
故

に
、
少

も
親

の
か
せ

に
は

な
ら
蹟
也
。
讐

へ
ば

〔
へ
)

子
芋

に
そ
れ
く

に
根

が
は

い
て
こ
や
し
を
吸

ゆ
え
に
親
芋

の
か
せ

第
三
十
三
巻

五
九
九
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四
號
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育
子
教
論
書

に
つ
い
て

に
な
ら
ぬ
が
如
し
。
子
返
し
を
す
れ
ば
其
手
の
う
ら
み
に
て
家

に
災

難
多
く
、
親

の
真
上
悪
く
成
也
。
讐
ば
子
芋
を
欠

て
捻

れ
ば
欠
旧
よ

り
朽

り
て
親
芋

の
痛

に
成
が
ご
と
し
。
均
代
の
爲
に
子
返
し
て
、
か

へ
り
て
身
代
を
悪
す
る
は
お
ろ
か
成
事
也
。
都

て
子
ど
も
の
多

い
は

目
出
度
事

に
て
家
繁
昌
の
基
也
。
』

と
説

き
、
更

に
焼
野

の
雉
子

の
こ

き
、
鶏
が
羽

を
喰
抜

い
て
卵

を
温

む

る

こ
と
、
其
他

の
例
を
引

き

て
動

物

の
子

を
育

つ
る

こ

と
を
述

べ
、
萬

物

の
璽

長

た

る
人

に
し

て
鳥

獣

に
劣

る

こ
と
を

戒

め
た
も

の
で
あ

る
ロ

小
野
武

夫

氏
は
陸
中
國
紫
波

郡
地

方

に
行
は

れ
た

「
趣

十
民

間

子
孫
繁

昌
手
引

草
」

の
本
文

の

「
節

を
引
用

し
、
或

寺

の
檜

い　

侶

が
も

の
し
た
訓
誡
書
で
あ
る
と
さ
れ
て
み
る
が
、
そ
の
引
用

さ
れ
て
る
る
部
分
は
、
右
に
述
べ
た
「
子
孫
繁
昌
手
引
草
」
の
本

文

の
冒
頭
よ
り
牟
枚
位
ま
で
の
所
と
大
艦
同
様
で
あ
る
。
然
し

そ
れ
が
何
時
頃
流
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
は
記
し

て
な
い
。

夏
に
金
澤
春
友
氏
編
「寺
西
代
官
治
績
集
」
に
よ
れ
ば
、
寛
政

四
年
乃
至
文
政
十
年
、
陸
奥
塙

に
代
官
た
り

し
寺
西
封
元
は
、

平
易
な
る
文
言
と
農
作
物
や
鳥
獣
に
例
を
と
っ
て
無
學
な
る
農

民
に
も
理
解

し
得

べ
き
【、子
孫
繁
昌
手
引
草
L
な

る
小
冊
子
を
編

第

三
十

三
倦

六
〇
〇

第

四
號

一
二
四

し

之

を

管

下

全

村

各

戸

に
配

布

し

て
間

引

矯

正

に
資

し

た

も

の

で

あ

る
が

、

そ

の
全

文

と

わ

が

研

究

室

所

蔵

の

},子

孫

繁

昌

手

引

草
L

と

を

射

校

す

る

に

、
両

者

趣

旨

に
於

て

は
全

然

同

「
で

あ

る
が

、

春

初

巻

末

の
爾

部

分

に
於

て
多

少

異

り

、

中

部

の
塵

は

同

「
で

あ
り

、
前

に
引

用

せ

し

箇

所

は

殆

ん

ど

同

一
で

あ

る

こ

と
を

知

り

得

た

。

以

上

の

三
者

は

書

名

も

略

ぼ

同

様

で

あ
り

、
流

布

の
医

域

も

可

噌
包

」～
㌻
冒
.)
,

、

虻
可

ノ
ニr
町

住㌧
r
」
)
耳
翼
旧ユ
』」

ノ
ー)
)

.苓
、
ヨ一気

r「

　
羽
コ
ノ
「マ
洋
　、i
、

弓
几
」
」
一.ザ
トrT
乍
L
4

茄測
4引
喫

t
哩

σ
、晶ん

E
.月

も
古

き

も

の

と

せ

ば

、

他

の
二
者

は

其

後

そ

れ

に
倣

っ

て
多

少

改

削

し

、
更

に
醗

刻

流

布

し
た

も

の

で

あ

ら

う

と

思

ふ
。

三

わ
が
研
究
室
に
は
更
に
「農
業
小
児
示
教
辮
」
と
題
す
る
も

の

が
あ
る
。
之
は
四
六
倍
判

の
大
さ
で
表
紙

と
も
八
放

の
木
版
刷

で
あ
る
が
、
出
板
年
代
は
明
か
で
な
い
。
同
書

の
前
半

に
は
農

業
に
精
踊
す

べ
き
こ
と
を
論
じ

て
居
る
が
、
役
牛
は
間
引
に
關

す

る
こ
と
を
戒

め
て
居

る
。
帥
ち
農
業

に
不
出
精

に
し
て
困
窮

に
陥
り
た
る
結
果

、
生
見
を
「
戻
す
」
「
間
引
」
な
ど
と
稚
し
て
絞

め
殺
す
こ
と
は
人
倫
人
情

に
於
て
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
一3
と
論

・離 離鶴齢 呈=騨



じ

、
『
父
母

よ
り

我

が
か
ら

だ
を

ゆ
づ
り

う
け

、
我

が
子

を
手

に

懸

こ
ろ
す

は
父
母
を

し

い
す

る
に

ひ
と
し
』
と
し

、間

引

の
如

き

こ

と
を

行

へ
ば

『
紳

佛

に
う

と
ま

れ
、
天
罰
神
罰

、
先

祖

の
罰

の
が

れ
が
た
く

、
極
貧

に
落

入
』

る
も

の
な
り

と
説

き

、
之

れ

に
反
し

『
小
見
を
養

育

な
す

に
お
み

て
は
真

子
成
長

の
後

、
親

へ
孝
行

を
蓋

し

、
農

業

を
た

す
け

、
子
孫

繁
榮

う
た

が

い
な

し
』

と
し
、
鳥
獣

で
至

る
ま

で
我

子
を
育

つ
る
は
親

の
役

で
あ

る
か

ら

、
況

峠
人

購

に
猷

て
凌

さ
噛
し
置

型
鍔
を

ゐ
づ

に

ヲ

¢
鑓

に
…遵
ふ
も

の
で
あ

る
と
し

、
赤

子
を
養
育

す

べ
き

こ
と
を
勧

め

て
居

る
。

街

同
書

に

よ

れ
ば
著

者

の
國

に

て
は
困
窮

の
者
小
見

四
歳

迄

　
　

幽
幽
　

ココ

う
し

り
とし
て
ゆ
　
ヘ
ヒ

ロの　ユ

コ
コ
　
ロ
も
ら
コ

萎

育
料
御
手

當

を
T
さ

そ
る
こ

と
を
翅

へ

f
翌
・踵

に

て
ね
雰

子
を
間
引

く

習
慣

が
あ
り

、
出

生
届

は
男

子

の
み

多
く

、
女

子

出

生
は

十
人

に

一
人

も

あ

る
か

な
き
状
態

な
り

と
し
、
向
後

は

『
村
役

人

五
人

組

の
も

の
心
附

、
女

子

の
出

生
届
出

候

や
.う

に

制

這

い
た
す

べ
き
事

な
り
』

と
論

じ

て
居

る
。

四

宮
城
縣
立
圖
書
館
に
堅
,育
子
編
L
と
題
す

る
も
の
二
種
を
牧

育
子
敢
隷
書
に
つ
い
て

蔵

し

て
居

る
が
、

そ
の
中

の

一
は
「
育
子
編
」
の
外

に
別
種

の
も

の
三
種

を
合
繊

し
「
育
子
編
」
の
表
題

の
下

に
牧
藏

さ

れ

て
る

る

も

の
で
あ

る
。
而

し

て
そ

の

一
冊
中

に
あ

る
「
育

子
編
」
も
實

は

二
部

の
も

の
か

ら
成

っ
て
居

る
。

一
は
木
版

刷
五
放

の
も

の
、

他

は
筆
爲

二
枚

の
も

の
で
あ

る
。
前
者

は

そ

の
奥

書

に
よ
れ
ば

寛

政
三

年
五
月

水
戸
本

四
町
目

江
幡

次
郎
右
衛
門

の
印

行
頒

布

す

る
虞

で
あ

る
が
、
翌
四
年
八

月
仙
塁

八
幡

町
伊

藤
治
卒

が
.更

に　

ロ

　

ハヘ
ハ

ノ
が
ラ
　
り
あ
　

は
ロ

い
　ラ
コ
　
エ
リ　ま
う
を
ユ
コ
ヒ

ゆ

に
翻

一翼
甜
試

せ
/
妃

4
・に
力

乱
ぞ

そ

〃
』
ノ
燭

4
遍

ヒ
E
に

人
は
萬
物
の
艦
長
で
あ
り
人
た
る
の
道
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
然
る

に
東
國

の
人
我
子
二
三
人
も
あ
れ
ば
、
其
齢
は
生
る
る
を
ま
ち
て
殺

す
。
是
を
ま
び
く
、
を
し
か

へ
す
と
名
づ
け
、
ス
は
胎

死
と
傭
り
、

ふ
立
つ
二

或

は
四
十

二
の
二
歳

子
、
丙
午

の
生

子
は
親

に
害

あ
り
と

て
、
決

し

て
と
り
あ
げ
ず
、

こ
れ
人
道

に
欠

く
る

の
甚

し
き
も

の
で
は
な

い
か

鳥
獣

は
我

子
を
殺

す

こ
と
な
し
、
人

に
し

て
鳥
獣

に
劣

る
は
阯

つ
べ

.

き

で
は
な

い
か
。『
た
と

ひ

い
か
ほ
ど
困
窮

に
て
も
生
る

る
ぽ
ど

の
も

の
餓

死
す

べ
き
道
理

は
あ
ら
ず
、
東

國

の
う

ち
に
も
平
磯

の
濱

は
尤

も

こ
ん
き

う

の
地

な
れ
ど
も

、

一
村

の
内

一
人
も
ま

ひ
き

こ
ろ
す

こ

と
な
し
。
さ
れ
ど

も
餓
死

し
た
る
も

の
は
き

か
ず
』

と

し
、
貧

者

の

み
が
間
引

く
に
あ

ら
ず
、
,富
者

も
之
を
行

ふ
。
間
引

の
原
因

は
、『
人

々
驕
吝

の
意
あ
り

て
、
裁
手
を
見

ぐ
る
し
く
そ
た

て
ま

じ
と
思

ひ
、

或

は

て
ま

ヘ
ー

の
勢

の
ま

さ
る
を

い
と

ひ
、
ま
た
は
鍔
代

の
不
盆

第

一二
十
三
巻

山ハ
O

一

第

四
號

一
二
五



育
子
教
議
書
に
つ
い
て

な
ど
思
ひ
こ
L

ろ
え
た
が
れ
げ
あ
る
こ
と
な
り
』
と
し
、
人
選
に
背
く

行
局
月
を
な
し
で
は
富
貴
も
速
に
貧
賎
と
な
り
、
神
悌
白
報
を
受
〈
、

諺
に
も
子
の
多
曹
を
子
賓
と
い

-t
一
人
に
で
も
多
〈
育
て
上
げ
な

し
ろ
M
V
ね
よ

p
n

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
て
、
『
白
金
も
鋸
も
玉
も
な
に
品
せ
ん
、
主
さ
れ
る

た
か
ら
子
に
し
か
め
宇
も
』
の
古
歌
を
引
い
で
結
ん
で
居
る
。

後
者
は
寛
政
八
年
十
月
仙
豪
の
借
大
底
和
尚
が
教
化
の
た
め

に
説
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
大
意
は
、
間
引
の
た
め
に
、

生
て
は
老
を
養
ふ
助
な
〈
、
死
て
は
家
を
簿
ぐ
祭
主
な
き
巴
至

り
、
旧
地
は
荒
廃
じ
、

K
下
。
濁
催
、

と
れ
上
り
躍
し
雪
立
な

ぃ
。
貧
苦
の
者
も
衣
食
の
忠
清
、
酒
色
博
尖
遊
議
等
の
費
へ
を
厭

ば
ざ
る
に
、
赤
子
を
養
ふ
費
を
厭
ふ
は
憐
つ
ぺ
き
で
は
な
い
か
も

鳥
獣
は
一
粒
の
貯
な
き
も
多
く
の
子
を
育
て
る
。
人
と
し
て
烏

歎
に
劣
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
天
に
従
ふ
も
の
は
築
え
、
一
引
へ
に

逆
ふ
者
は
亡
ぶ
。
赤
子
を
害
す
る
は
君
心
に
背
き
天
に
逆
ふ
も

の
で
あ
る
。
倹
約
を
守
り
休
日
風
雨
を
い
と
は
や
渡
世
の
家
業

を
怠
ら
宇
相
務
め
、
悪
習
を
あ
ら
た
め
、
荒
田
問
委
せ
ば
子
孫

繁
昌
す
べ
き
で
あ
る

A
説
い
て
居
る
。

「
育
子
篇
」
と
題
す
る
第
二
加
子
は
表
紙
と
も
十
四
枚
の
字
続

刊
の
も
の
で
あ
る
が
、
始
め
に
序
文
と
も
見
ら
る
る
も
の
が
あ

第
三
十
三
巻

六
O

第
四
競

ー
ム
ノ、

り
、
本
文
に
漣
ぷ
る
庭
は
、
前
遁
の
寛
政
三
年
の
育
子
編
及
び

同
八
年
の
大
底
和
向
の
数
論
番
を
継
ぎ
合
せ
た
や
ろ
た
も
の
で

大
憶
に
於
て
同
意
同
文
で
あ
る
。
然
し
そ
の
末
尾
に
『
右
仙
牽

に
で
被
仰
渡
御
領
分
中
板
に
御
す
ら
せ
被
成
候
て
被
相
渡
候
書

面
の
窓
、
落
字
設
宇
多
く
共
俸
に
弱
置
候
』
と
あ
る
か
ら
、
第

一
種
の
「
育
子
編
」
が
、
後
に
は
仙
豪
漢
に
於
て
宣
停
用
の
班
子

と
し
て
版
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
考
へ
ら
れ
る
。
而
し
て

そ
の
版
本
を
更
に
筆
廿
り
し
た
も
の
が
本
舎
で
あ
ら
う
。

玉;

官
一
境
問
脚
立
図
書
館
に
は
夏
に
「
赤
子
養
育
勧
進
の
引
」
と
題
す

る
も
の
が
あ
る
。
之
は
寛
政
六
年
秋
、
仙
墓
松
音
寺
の
併
大
賢

の
池
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
字
紙
却
木
版
刷
四
枚
の
も
の
で
あ
る

第
一
枚
目
の
表
に
は
老
人
が
五
人
の
子
供
に
取
り
巻
か
れ
て
ゐ

る
闘
が
あ
っ
て
、

そ
の
上
部
に
『
ぜ
に
金
上
り
も
孫
子
の
売
か

ら
が
う
れ
し
ひ
じ
ゃ
』

u

あ
い
、
わ
し
ら
が
そ
だ
っ
た
ら
、
ぢ
い

さ
ん
は
大
幅
長
じ
ゃ
そ
い
』
の
文
伺
が
記
し
て
あ
る
。
本
女
は

『
む
か
し
よ
り
か
し
こ
き
人
は
金
玉
を
賓
と
せ
や
、
人
を
賓
と
せ

り
。
図
の
ゐ
こ
り
、
家
の
さ
か
へ
る
は
、
人
の
沿
ほ
き
に
よ
ら



■

ざ

る
は

な
し
』

の
句
を

以

て
始

ま
り

、
和
漢

の
例

を
引

い
て
人

を
殺
す

の
非

な

る

こ
と

、
子

を
養
育

す

る

の
自
然

の
道

な

る
こ

と
を
説

き

、
冨
貴
貧

賎

は
決

し

て
子

の
多
少

に
拘

は
ら
ざ

る

こ

と
を
論

じ

、

}
産

に
二
子

三
子

を
畢

ぐ

る
は

肚

づ
べ
き

こ
と

で

は
な
く

、
目
出
度

き

こ
と

で
あ
り

、
四
十

二

の
時

の
旗

を

こ

へ

て
生

れ
し
子

は

(前

掲

の
四

十
二
蕨

の
二
蕨
子

の
謂
瓶
)
親

に
祟

る
な

ど

い
ふ
は
誤
り

で
あ

る
。
赤

子
を
殺
す

も

の
は
鳥
獣
草

木

に
も
劣

り

、

い

つ
が
天

の
罰

、
人

の
瞥

を
蒙

る
べ
を

も

の
で
あ

コ
ロ

ひ
ニ
　コし
ひ
ニ
　
コ
コ
ヤヒ
コぼ
し
ロ
の
し
　ココし

ロ
ロ
コ
ココし
　
ロ

ノ
コ
ヘ

ニヘ
コ

そ

桔
日
参

の
着

は
程
'秀

に

一
.金
運

く
は
場
晶万
を
脱

し

て

易

子

養
育

の
爲

め
に
力
を
釜

さ
ば

、
命

永

ら

へ
家

業
ゆ

る

で
あ
ら
う

と
説

き

、
赤
子
養

育
を
勧

め

て
居

る
。

六

以
上

は
私

の
瞥
見

し
た

二
三

の
冊
…子

に
つ

い
て
述

べ
た

の
で

あ

る
が

、
同

様

の
こ
と
は
他

の
地
方

に
も
行

は
れ
た

こ
と

で
あ

ら
う

か

ら
、
同

種

の
珊

子
は
他

に
も
多
く
存

す

る
こ
と
で
あ

ら

う
。

右

に
述

べ
た
教
隷

書

は
何

れ
も
殺
児

の
人

道

に
背

く
行
爲

で
あ

る
事

を
強

調

し
、
児

を
養
育

す

る
π
め

に
貧
窮

と
な

る
も

の
に
非

る
こ
と
を
説

い

て
居

る
。
間
引

の
原

因

に
し

て
も

、
生

商
品
勘
定

の
損
金
分
記
法

活

の
困
窮

と
い
ふ
こ
と
よ
り
は
、
安
逸

の
た
め
の
間
引
と
解

し

て
み
る
や
う
に
も
見
え
る
。
要
す
る
に
此
等

の
…教
論
書
は
経
済

的
原
因
や
経
済
的
救
済
方
法
は
第
二
の
問
題
と
し
て
、
先
づ
精

神
的
の
方
面
か
ら
、
帥
ち
倫
理
的
観
念
か
ら
殺
見
の
弊
を
改

め

ん
と
し

て
み
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
敷
論
書
が
果
し
て
幾
何

の

感
動
を
世
人
に
與

へ
、
如
何
な

る
効
果
を
攻
め
た
か
は
、
合
志

を
明
か
に
す
る
こ
と
を
得
な
い
が
、
物
質
的
の
救
済
策

と
相
俟

つ
皿、多
少
の
影
羅
を
及
ぼ
」
た
こ
と
は
、
之
を
認
め
得
る
で
あ

〉

肖

叫

ハ
k
、
,r
/

『

第
三
十
三
巻

六
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=

】
七

。
口

に
る
人

都
あ
着

京

が
拙

高
匹

蝋

も四十二歳 の二歳子 は生れた時一度 モの子 を捨 てる形式 を探 る迷信
リ

コ及人 口問題第四章参照


