
近
代
皇
室
に
お
け
る
﹁
乳
人
﹂
の
選
定
過
程
と
変
容
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【
要
約
】

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
時
代
に
登
場
し
た
皇
室
の
新
カ
ッ
プ
ル
︑
裕
仁
と
良
子
は
︿
近
代
家
族
﹀
を
志
向
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
︿
近
代
家
族
﹀
の

理
念
と
は
逆
行
す
る
乳
人
制
度
を
存
続
さ
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
に
︑
皇
室
と
国
民
を
結
ぶ
回
路
に
す
る
と
い
う
乳
人
の
新
し
い
理
念
を
導

入
し
︑
東
京
近
郊
の
府
県
を
対
象
に
︑
職
業
と
身
分
を
問
わ
ず
に
女
性
を
求
め
た
︒
﹁
平
準
化
﹂
さ
れ
た
国
民
を
前
提
に
し
て
︑
健
康
な
母
な
ら
誰
も
が

候
補
と
な
れ
る
こ
と
を
う
た
っ
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
選
定
過
程
で
は
︑
地
域
に
お
け
る
政
争
や
成
功
者
へ
の
嫉
妬
感
情
か
ら
︑
選
ば
れ
た
乳
人
を
非
難

す
る
動
き
が
連
続
し
︑
そ
の
た
び
に
選
考
は
厳
格
化
し
て
い
っ
た
︒
乳
人
は
し
だ
い
に
軍
人
を
中
心
と
し
た
公
務
員
の
妻
︑
広
く
み
る
と
新
中
間
層
の
主

婦
お
よ
び
地
方
の
名
望
家
層
に
収
斂
し
て
い
く
︒
乳
人
制
度
は
︑
皇
族
に
授
乳
で
き
る
女
性
の
確
保
と
い
う
当
初
の
目
的
を
離
れ
て
い
く
︒
と
く
に
戦
争

が
本
格
化
し
て
く
る
と
︑
家
庭
を
犠
牲
に
し
て
国
家
に
奉
仕
す
る
﹁
母
﹂
を
顕
彰
し
︑
﹁
母
﹂
を
通
じ
た
国
民
統
合
を
図
る
と
い
う
別
の
目
的
の
制
度
に

変
質
し
て
い
く
︒

史
林

一
〇
二
巻
二
号

二
〇
一
九
年
三
月

は

じ

め

に

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
時
代
に
登
場
し
た
皇
室
の
新
し
い
カ
ッ
プ
ル
皇
太
子
裕
仁
と
そ
の
妃
良
子
︵
の
ち
の
昭
和
天
皇
・
香
淳
皇
后
︶
は
︑
家

族
の
近
代
化
を
志
向
し
て
い
た
︒
女
官
を
通
勤
制
に
す
る
こ
と
で
自
分
た
ち
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
確
保
す
る
︑
子
供
た
ち
を
手
元
で
育
て
る

な
ど
の
改
革
か
ら
二
人
の
︿
近
代
家
族
﹀
志
向
が
分
か
る
︒
い
っ
ぽ
う
︑
子
供
へ
の
授
乳
を
他
人
に
任
せ
る
﹁
乳
人
﹂
は
︑
家
族
の
近
代

化
と
は
反
対
の
位
置
に
あ
る
︒
し
か
し
︑
裕
仁
・
良
子
の
代
に
お
い
て
︑
乳
人
は
存
置
さ
れ
︑
選
考
規
模
は
拡
大
し
て
い
く
︒
家
族
の
近
代
化
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を
志
向
す
る
裕
仁
・
良
子
の
も
と
で
乳
人
は
な
ぜ
存
置
さ
れ
た
の
か
︒
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
︑
な
ぜ
規
模
に
お
い
て
拡
大
し
て
い
く
の
か
︒
そ

も
そ
も
乳
人
は
ど
の
よ
う
に
選
ば
れ
︑
ど
の
よ
う
な
運
用
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

こ
の
点
を
考
え
る
と
き
に
念
頭
に
お
く
べ
き
は
︑
乳
人
制
度
が
皇
室
と
国
民
を
結
ぶ
回
路
と
し
て
期
待
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
乳
人
は
︑

民
衆
の
な
か
か
ら
選
ば
れ
た
︒
彼
女
た
ち
は
︑
い
わ
ば
︑
人
び
と
の
代
表
と
し
て
皇
族
に
授
乳
し
た
の
で
あ
る
︒
宮
内
大
臣
︑
牧
野
伸
顕
は
一

九
二
一
︵
大
正
一
〇
︶
年
︑
地
方
長
官
を
前
に
し
た
会
合
で
︑
行
幸
啓
や
救
恤
な
ど
が
﹁
地
方
民
の
皇
室
に
接
近
し
奉
る
機
会
﹂
で
あ
る
と
述

べ
て
お
り
︑
民
衆
と
の
つ
な
が
り
を
重
視
し
て
い
た①
︒
乳
人
制
度
は
︑
皇
室
民
衆
化
路
線
の
な
か
で
︑
人
び
と
と
皇
室
を
つ
な
ぐ
装
置
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
︒
乳
人
の
研
究
は
︑
特
殊
な
制
度
の
個
別
的
な
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
皇
室
と
民
衆
の
関
係
の
変
容
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
の
研
究
な
の
で
あ
る
︒

大
正
期
か
ら
昭
和
戦
前
期
に
か
け
て
の
皇
室
と
民
衆
の
関
係
を
め
ぐ
る
研
究
に
は
︑
行
幸
啓
を
分
析
し
た
原
武
史
の
﹃
可
視
化
さ
れ
た
帝

国
﹄
︑
裕
仁
の
訪
欧
を
扱
っ
た
波
多
野
勝
の
﹃
裕
仁
皇
太
子
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
遊
記
﹄
︑
国
家
あ
げ
て
の
天
皇
制
イ
ベ
ン
ト
を
論
考
し
た
ケ
ネ
ス
・

ル
オ
フ
の
﹃
紀
元
二
千
六
百
年
﹄
な
ど
が
あ
る②
︒
い
ず
れ
も
大
掛
か
り
な
大
衆
動
員
を
伴
う
イ
ベ
ン
ト
を
扱
う
︒
そ
れ
に
比
較
す
る
と
乳
人
と

い
う
制
度
は
目
立
ち
に
く
い
︒
だ
が
︑
皇
孫
・
皇
子
が
生
ま
れ
る
た
び
に
採
用
さ
れ
る
と
い
う
継
続
性
が
あ
る
た
め
変
容
を
明
ら
か
に
し
や
す

く
︑
地
域
社
会
の
あ
り
方
と
も
密
接
に
関
連
し
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
乳
人
と
い
う
存
在
に
研
究
の
焦
点
が
当
た
る
こ
と
は
多
く
な
か
っ
た
︒

ま
と
ま
っ
た
研
究
と
し
て
は
︑
小
田
部
雄
次
の
﹃
ミ
カ
ド
と
女
官
﹄
が
唯
一
あ
る
が
︑
﹁
河
井
弥
八
日
記
﹂
の
関
連
部
分
か
ら
分
か
る
こ
と
を

分
析
す
る
の
み
で
︑
乳
人
の
選
定
過
程
と
そ
の
変
容
の
全
体
像
を
示
す
ま
で
に
い
た
っ
て
い
な
い③
︒

本
論
文
は
︑
地
域
社
会
に
焦
点
を
当
て
る
た
め
︑
府
県
レ
ベ
ル
の
文
書
の
分
析
を
中
心
と
す
る
︒
乳
人
は
東
京
と
近
県
か
ら
選
ば
れ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
︒
こ
の
な
か
で
東
京
・
神
奈
川
・
埼
玉
・
栃
木
の
公
文
書
館
が
乳
人
の
選
定
過
程
を
示
す
文
書
を
所
蔵
す
る
︒
と
く
に
東
京
都
公

文
書
館
は
量
が
多
い④
︒
そ
こ
で
東
京
府
文
書
を
主
に
し
︑
そ
の
他
の
県
文
書
︑
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
文
書
︑
国
立
公
文
書
館
文
書
と
比
較
し

な
が
ら
︑
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
裕
仁
・
良
子
の
も
と
で
の
乳
人
選
定
過
程
と
変
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
︒

近代皇室における「乳人」の選定過程と変容（森）
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は
じ
め
に
︑
良
子
の
七
回
の
分
娩
と
生
ま
れ
た
親
王
・
内
親
王
の
名
前
を
あ
げ
て
お
く
︒
一
九
二
五
︵
大
正
一
四
︶
年
一
二
月
＝
成
子
︵
照

宮
︶
▽
二
七
︵
昭
和
二
︶
年
九
月
＝
祐
子
︵
久
宮
︑
夭
逝
︶
▽
二
九
年
九
月
＝
和
子
︵
孝
宮
︶
▽
三
一
年
三
月
＝
厚
子
︵
順
宮
︶
▽
三
三
年
一
二
月

＝
明
仁
︵
継
宮
︑
皇
太
子
︶
▽
三
五
年
一
一
月
＝
正
仁
︵
義
宮
︶
▽
三
九
年
三
月
＝
貴
子
︵
清
宮
︶
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
乳
人
選
考
を
便
宜
的
に
︑
一
九

二
五
年
選
考
︑
二
七
年
選
考
⁝
⁝
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
︒

な
お
︑
史
料
に
は
﹁
癩
病
﹂
﹁
精
神
病
﹂
﹁
狂
人
﹂
な
ど
差
別
意
識
を
含
む
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
︒
本
論
文
は
︑
差
別
意
識
の
な
か
で
乳
人

が
選
考
さ
れ
た
歴
史
的
事
実
を
重
視
す
る
た
め
︑
原
文
で
使
わ
れ
る
用
語
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
︒
し
か
し
︑
差
別
を
助
長
す
る
意
図
は
な
い
こ

と
は
強
調
し
て
お
き
た
い
︒

①

﹁
宮
内
大
臣
演
説
﹂
︵
一
九
二
一
年
五
月
九
日
︶
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室

牧
野
伸
顕
関
係
文
書
書
類
の
部
︵
資
料
番
号
31
︶
︒

②

原
武
史
﹃
可
視
化
さ
れ
た
帝
国
﹄
︑
み
す
ず
書
房
︑
二
〇
〇
一
年
︒
波
多
野
勝

﹃
裕
仁
皇
太
子
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
遊
記
﹄
︑
草
思
社
︑
一
九
九
八
年
︒
ケ
ネ
ス
・
ル

オ
フ
﹃
紀
元
二
千
六
百
年
﹄
︑
朝
日
新
聞
出
版
︑
二
〇
一
〇
年
︒

③

小
田
部
雄
次
﹃
ミ
カ
ド
と
女
官
﹄
︑
恒
文
社
21
︑
二
〇
〇
一
年
︑
一
七
九

八

七
頁
︒
ほ
か
に
︑
﹁
河
井
弥
八
日
記
﹂
の
解
題
と
し
て
高
橋
紘
が
若
干
触
れ
て
い

る
︒
高
橋
紘
﹁
幻
の
御
用
邸
と
皇
子
教
育
﹂
︵
河
井
弥
八
﹃
昭
和
初
期
の
天
皇
と

宮
中
﹄
四
巻
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
九
四
年
︑
二
四
五

六
頁
︶
︒

④

各
公
文
書
館
に
お
け
る
史
料
残
存
状
況
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒

表� 乳人文書の所蔵状況

国
立
公
文
書
館

宮
内
公
文
書
館

栃
木
県
立
文
書
館

埼
玉
県
立
文
書
館

神
奈
川
県
立
公
文
書
館

東
京
都
公
文
書
館

〇 − 〇 1925年

〇 〇 〇 1927年

〇 〇 〇 1929年

〇 〇 〇 1931年

〇 〇 1933年

〇 〇 〇 1935年

1939年

こ
の
ほ
か
︑
皇
室
の
﹁
御
手
許
文
書
﹂
と
し
て
︑
一
九
二
七
年
の
﹁
久
宮
御
誕

生
録
﹂
︑
二
九
年
の
﹁
孝
宮
御
誕
生
録
﹂
︑
三
一
年
の
﹁
順
宮
御
誕
生
録
﹂
︑
三
三

年
の
﹁
東
宮
御
誕
生
録
﹂
︑
三
五
年
の
﹁
義
宮
正
仁
親
王
殿
下
御
誕
生
録
﹂
が
あ

る
が
︑
公
開
さ
れ
て
い
な
い
︒
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第
一
章

乳
人
と
い
う
制
度

乳
人
と
は
い
か
な
る
制
度
で
あ
り
︑
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
章
で
は
︑
比
較
の
た
め
︑
明
治
か
ら
大
正
初
期

に
か
け
て
の
乳
人
を
若
干
検
討
し
︑
そ
の
う
え
で
︑
裕
仁
・
良
子
の
時
代
の
乳
人
制
度
の
概
要
を
み
て
い
く
︒

第
一
節

明
治
天
皇
・
大
正
天
皇
の
乳
人

皇
室
を
含
む
近
世
京
都
の
公
家
社
会
に
お
い
て
︑
乳
人
︵
乳
母
︶
に
授
乳
さ
せ
る
こ
と
は
一
般
的
な
慣
行
で
あ
っ
た
︒
東
京
に
移
っ
て
き
た

天
皇
睦
仁
︵
明
治
天
皇
︶
に
と
っ
て
︑
最
初
に
乳
人
が
必
要
と
な
っ
た
の
は
︑
一
八
七
三
︵
明
治
六
︶
年
︑
典
侍
・
葉
室
光
子
の
出
産
で
あ
る
︒

こ
の
と
き
︑
大
区
小
区
制
の
も
と
の
東
京
府
第
三
大
区
に
対
し
て
︑
二
二
︑
三
歳
か
ら
三
〇
歳
ま
で
の
出
産
し
た
女
性
を
推
薦
す
る
よ
う
に
依

頼
が
あ
っ
た①
︒
七
九
年
に
生
ま
れ
た
嘉
仁
の
ば
あ
い
︑
短
期
し
か
奉
仕
し
な
か
っ
た
女
性
を
含
め
︑
一
六
人
の
乳
人
が
い
た②
︒
士
族
の
妻
八
人
︑

平
民
の
妻
五
人
︑
不
明
三
人
で
あ
る
︒
府
内
の
官
衙
を
通
じ
る
だ
け
で
な
く
︑
縁
故
で
探
す
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

次
代
の
嘉
仁
・
節
子
︵
の
ち
の
大
正
天
皇
・
貞
明
皇
后
︶
の
第
一
子
︑
裕
仁
︵
迪
宮
︑
一
九
〇
一
年
誕
生
︶
の
乳
人
︑
小
林
シ
ゲ
︵
二
三
歳③
︑
浅
草

区
︶
の
ば
あ
い
︑
担
当
す
る
産
婆
や
︑
宮
中
顧
問
官
で
軍
医
総
監
で
あ
る
橋
本
綱
常
か
ら
声
を
掛
け
ら
れ
採
用
さ
れ
た④
︒
裕
仁
は
海
軍
中
将
︑

川
村
純
義
の
家
に
里
子
に
出
さ
れ
︑
生
ま
れ
た
年
の
冬
は
神
奈
川
県
中
郡
大
磯
町
の
鍋
島
直
大
別
邸
で
過
ご
す
が
︑
そ
の
際
︑
中
郡
長
に
乳
人

選
び
が
依
頼
さ
れ
た⑤
︒
現
地
調
達
で
あ
る
︒
翌
年
六
月
に
生
ま
れ
た
第
二
子
︑
雍
仁
︵
淳
宮
︶
の
と
き
︑
東
宮
職
は
︑
小
石
川
・
本
郷
・
赤
坂

の
各
区
長
に
乳
人
を
選
考
す
る
よ
う
に
依
頼
し
た⑥
︒
し
か
し
︑
採
用
さ
れ
た
の
は
︑
三
区
の
候
補
で
な
く
︑
妹
が
皇
后
宮
職
雑
仕
で
︑
皇
室
と

縁
故
が
あ
っ
た
中
村
タ
イ
︵
二
六
歳
︑
浅
草
区
︶
ほ
か
で
あ
っ
た⑦
︒
一
九
〇
五
年
誕
生
の
第
三
子
︑
宣
仁
︵
光
宮
︶
の
と
き
︑
東
宮
職
は
︑
東
京

府
下
の
豊
多
摩
・
荏
原
・
北
豊
島
の
三
郡
の
郡
役
所
に
選
考
を
依
頼
し
︑
豊
多
摩
郡
野
方
村
の
伊
藤
う
た
︵
二
七
歳
︶
ほ
か
が
選
ば
れ
た⑧
︒

節
子
は
一
九
一
五
︵
大
正
四
︶
年
一
二
月
︑
第
四
子
︑
崇
仁
︵
澄
宮
︶
を
生
む
︒
そ
の
﹁
御
機
嫌
奉
伺
﹂
の
た
め
︑
宣
仁
の
乳
人
だ
っ
た
伊
藤
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が
葉
山
御
用
邸
を
訪
問
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
︒
そ
の
際
︑
伊
藤
自
身
も
子
供
を
生
ん
だ
ば
か
り
で
あ
っ
た
た
め
︑
崇
仁
へ
の
乳
人
奉
仕
も
依
頼

さ
れ
︑
採
用
さ
れ
た⑨
︒
崇
仁
の
と
き
も
︑
前
述
三
郡
に
乳
人
選
考
が
依
頼
さ
れ
た
が
︑
乳
人
の
乳
量
が
少
な
く
な
り
︑
後
任
選
び
に
苦
労
し
て

い
る
と
き
︑
都
合
よ
く
伊
藤
が
現
れ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る⑩
︒

大
正
初
期
ま
で
の
乳
人
選
び
は
郡
役
所
を
通
し
な
が
ら
も
︑
縁
故
に
も
頼
っ
て
女
性
を
探
し
た
︒
あ
く
ま
で
︑
健
康
な
女
性
に
授
乳
を
依
頼

す
る
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
︒
乳
人
の
調
達
方
法
を
一
定
し
な
い
ほ
う
が
︑
臨
機
応
変
に
対
応
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
天
皇
睦
仁
の
時
代
は
︑
乳
人
が
ニ
ュ
ー
ス
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
嘉
仁
の
代
に
な
る
と
︑
様
子
が
少
し
変
化
し

て
く
る
︒
た
と
え
ば
︑
前
述
の
伊
藤
う
た
は
︑
勤
倹
を
重
ん
じ
る
家
庭
で
育
っ
た
こ
と
や
︑
厳
し
く
子
供
を
教
育
す
る
こ
と
が
新
聞
に
紹
介
さ

れ
た⑪
︒
家
族
と
し
て
の
皇
室
に
注
目
が
集
ま
る
と
と
も
に
︑
乳
人
が
ど
の
よ
う
な
女
性
な
の
か
に
関
心
が
集
ま
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
︒

第
二
節

乳
人
の
存
続
と
奉
仕
の
要
件

都
市
に
お
け
る
俸
給
生
活
者
層
の
増
加
で
︑
そ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
主
婦
が
拡
大
・
定
着
す
る
の
は
大
正
期
か
ら
で
あ
る⑫
︒
一
般
社
会
︑

と
く
に
上
流
社
会
に
お
い
て
は
︑
乳
母
の
慣
行
は
な
お
存
続
し
て
い
た
が
︑
批
判
も
あ
っ
た
︒
石
橋
順
子
は
︑
棚
橋
絢
子
・
下
田
歌
子
・
鳩
山

春
子
ら
大
正
期
の
女
子
教
育
の
唱
道
者
た
ち
が
︑
社
会
の
乳
母
慣
行
を
批
判
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
︒
貧
し
い
女
性
が
身
体
を
資
本
に
し
て
母

乳
を
提
供
す
る
こ
と
︑
両
親
が
愛
情
を
も
っ
て
子
供
を
育
て
る
︿
家
庭
﹀
の
概
念
か
ら
外
れ
る
こ
と
な
ど
が
理
由
で
あ
る⑬
︒
こ
う
し
た
風
潮
の

も
と
︑
︿
近
代
家
族
﹀
を
志
向
す
る
裕
仁
・
良
子
が
乳
人
制
度
を
廃
止
し
て
も
お
か
し
く
は
な
か
っ
た
︒

し
か
し
︑
結
果
と
し
て
乳
人
は
存
続
す
る
︒
宮
内
省
の
記
録
は
﹁
御
誕
生
ア
ル
ヘ
キ
皇
孫
ノ
御
乳
ハ
主
ト
シ
テ
妃
殿
下
ノ
御
母
乳
ニ
依
ラ

ル
ヽ
コ
ト
ハ
改
テ
御
決
定
相
成
リ
居
レ
ル
モ
︑
万
全
ノ
方
法
ト
シ
テ
予
備
的
ニ
御
乳
人
ヲ
選
定
シ
置
ク
必
要
ア
リ
﹂
と
記
す⑭
︒
良
子
の
母
乳
を

主
と
す
る
こ
と
は
事
前
に
決
定
さ
れ
て
い
た
︒
だ
が
︑
﹁
万
全
ノ
方
法
﹂
と
し
て
﹁
予
備
的
﹂
に
乳
人
を
お
く
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
た
︒
﹁
万

全
﹂
と
い
う
名
目
の
前
に
は
︑
裕
仁
も
乳
人
廃
止
を
強
く
主
張
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
﹁
旧
慣
墨
守
﹂
を
信
条
と
す
る
母
・
節
子
が

38 (282)



表� 乳人選考の対象とした府県

選考年 対象府県数と内訳

1925年 4 東京・神奈川・埼玉・千葉

1927年 8 関東�府県（1925年の�府県＋茨城・栃木・群馬・山梨）

1929年 8 関東�府県

1931年 8 関東�府県

1933年（第�回） 8 関東�府県

1933年（第�回） 7 岐阜・静岡・愛知・滋賀・京都（のちに東京・茨城追加）

1935年 13 関東�府県＋福島・新潟・長野・静岡・愛知

1939年 25
1935年の13府県＋青森・岩手・宮城・秋田・山形・富山・

石川・福井・岐阜・三重・滋賀・京都

存
在
す
る
な
か
で
︑
古
い
価
値
観
か
ら
一
気
に
自
由
に
な
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
︒

し
か
し
︑
︿
近
代
家
族
﹀
の
あ
り
方
か
ら
逸
脱
す
る
乳
人
を
存
続
す
る
に
は
︑
そ
こ
に
新
た

な
意
味
を
込
め
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
こ
で
出
さ
れ
た
の
が
﹁
︹
家
族
の
︺
身
分
︑
職
業
ノ
如
何

ヲ
問
ハ
サ
ル
モ
一
族
ハ
健
康
ニ
シ
テ
家
庭
正
シ
キ
コ
ト
﹂
と
い
う
要
件
で
あ
る⑮
︒
後
段
に
︑

﹁
一
族
ハ
健
康
﹂
﹁
家
庭
正
シ
キ
﹂
と
い
う
限
定
が
付
い
た
が
︑
基
本
的
に
は
︑
身
分
・
職
業

不
問
の
原
則
が
掲
げ
ら
れ
た
の
だ
︒
新
聞
は
す
す
ん
で
﹁
貴
賤
貧
富
の
論
な
く
広
い
範
囲
に
わ

た
つ
て
選
ぶ
﹂
と
書
い
た⑯
︒

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
︑
東
京
府
内
の
狭
い
地
域
や
縁
故
に
頼
る
の
で
は
な
く
︑
東
京
と
近

郊
県
を
対
象
に
広
く
依
頼
し
︵
広
域
化
︶
︑
選
考
自
体
を
公
表
す
る
な
ど
公
示
性
を
高
め
た
こ
と

で
あ
る
︵
公
示
化
︶
︒
国
民
と
の
新
し
い
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
し
て
︑
府
県
を
通
じ
た
乳
人
選
び
が
利

用
さ
れ
た
︒
一
九
二
五
年
選
考
で
宮
内
省
は
家
族
の
﹁
身
分
・
職
業
不
問
﹂
要
件
の
ほ
か
︑
乳

人
本
人
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
要
件
を
設
け
た
︒

︵
イ
︶
身
体
︑
精
神
共
ニ
健
全
ニ
シ
テ
血
統
正
シ
キ
コ
ト

︵
ロ
︶
年
齢
ハ
二
十
二
︑
三
才
ヨ
リ
三
十
四
︑
五
マ
テ
ナ
ル
コ
ト

︵
ハ
︶
初
産
ナ
ル
ト
経
産
ナ
ル
ト
ヲ
問
ハ
サ
ル
コ
ト

︵
ニ
︶
大
正
十
四
年
九
月
十
五
日
ヨ
リ
十
月
末
日
マ
テ
ノ
間
ニ
於
テ
分
娩
シ
︑
又
ハ
分
娩
ス
ヘ
キ
者

ナ
ル
コ
ト

︵
ホ
︶
本
人
ハ
乳
児
ヲ
帯
同
シ
テ
一
ヶ
年
間
︑
御
所
附
属
邸
内
ニ
居
住
ス
ル
コ
ト
ヽ
シ
︑
任
意
ノ
外
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出
ハ
許
サ
レ
サ
ル
コ
ト
ヲ
承
知
ノ
上
ナ
ル
コ
ト
︒
御
乳
ヲ
差
上
ク
ル
ハ
夜
間
ヲ
通
例
ト
ス
︒
夜
間
ハ
御
所
ニ
伺
候
セ
シ
ム
ヘ
キ
ニ
付
乳
児
ハ
夜
間

牛
乳
ニ
テ
哺
育
ノ
コ
ト
ヽ
シ
之
ニ
世
話
婦
ヲ
附
ス
︑
世
話
婦
ニ
要
ス
ル
費
用
ハ
官
給
ト
ス
︒
昼
間
ハ
乳
児
ニ
哺
乳
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ヲ
通
例
ト
ス

︵
ヘ
︶
給
与

月
給
五
拾
円
︑
住
居
食
事
ハ
官
給
ト
ス
︒
尚
︑
最
初
︑
支
度
料
ヲ
支
給
ス⑰

︵
ロ
︶
に
つ
い
て
は
︑
一
九
二
七
年
選
考
以
降
は
対
象
が
広
が
り
︑
二
〇
歳
か
ら
三
五
歳
と
な
る
︒
︵
ニ
︶
に
つ
い
て
も
二
七
年
選
考
以
降

は
︑
三
カ
月
の
幅
を
と
っ
た
︒
︵
ホ
︶
に
あ
る
と
お
り
︑
乳
人
は
生
ん
だ
ば
か
り
の
乳
児
を
帯
同
し
て
も
よ
い
と
さ
れ
た
︒
こ
れ
は
﹁
全
く
一

平
民
の
子
﹂
が
︑
天
皇
家
の
子
供
と
﹁
乳
兄
弟
﹂
に
な
る
と
受
け
と
め
ら
れ
た⑱
︒
明
文
規
定
は
な
い
が
︑
そ
の
兄
姉
の
帯
同
も
許
さ
れ
た
︒
授

乳
は
︑
午
前
一
︑
四
時
と
深
夜
・
早
朝
が
多
か
っ
た
︒
た
だ
︑
良
子
の
母
乳
が
足
り
な
い
と
き
や
公
務
が
あ
る
と
き
は
昼
間
に
奉
仕
す
る
こ
と

も
あ
っ
た
︒

乳
人
の
任
期
は
一
年
間
で
︑
二
人
が
採
用
さ
れ
た
︒
基
本
︑
隔
夜
奉
仕
で
あ
る
︒
一
九
二
八
年
ま
で
裕
仁
・
良
子
は
︑
赤
坂
離
宮
の
東
宮
御

所
︵
現
迎
賓
館
︶
に
住
ん
で
お
り
︑
離
宮
内
に
家
財
道
具
付
き
の
乳
人
用
官
舎
が
新
築
さ
れ
た⑲
︒
そ
の
後
︑
即
位
に
伴
い
夫
妻
は
宮
城
に
移
転

し
た
た
め
︑
の
ち
の
乳
人
は
旧
女
官
官
舎
︵
い
わ
ゆ
る
御
局
︶
に
住
ん
だ
︒
裕
仁
・
良
子
が
子
供
を
連
れ
て
静
養
に
行
く
と
き
︑
乳
人
も
那
須
・

葉
山
な
ど
に
同
行
し
た⑳
︒
﹁
任
意
ノ
外
出
﹂
は
許
さ
れ
な
い
と
あ
る
が
︑
許
可
を
と
れ
ば
︑
赤
坂
離
宮
︵
あ
る
い
は
宮
城
︶
か
ら
の
外
出
は
可
能

で
あ
る
︒
東
京
や
近
郊
に
家
が
あ
る
ば
あ
い
︑
奉
仕
に
差
支
え
が
な
け
れ
ば
自
宅
に
帰
る
こ
と
も
で
き
た㉑
︒

乳
人
の
給
与
は
最
初
の
募
集
時
に
は
︵
ヘ
︶
に
あ
る
と
お
り
月
五
〇
円
と
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
実
際
の
運
用
で
は
月
一
五
〇
円
が
支
給
さ
れ
︑

﹁
世
話
婦
﹂
雇
代
と
食
事
代
も
込
み
と
変
更
さ
れ
る
︒
乳
人
は
親
族
を
﹁
世
話
婦
﹂
と
し
て
帯
同
し
た
こ
と
が
多
い
の
で
︑
﹁
世
話
婦
﹂
込
み

の
一
括
払
い
の
ほ
う
が
都
合
が
よ
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
宮
中
で
は
女
嬬
の
下
か
ら
四
番
目
の
八
級
俸
が
月
五
○
円
だ
っ
た㉒
の
で
︑
乳
人
は
判

任
官
の
中
位
ク
ラ
ス
の
給
与
だ
っ
た
︒
実
際
︑
乳
人
は
判
任
官
待
遇
で
︑
女
嬬
と
同
格
で
あ
っ
た
︒
女
嬬
は
高
等
女
官
と
は
異
な
り
︑
天
皇
・

皇
族
の
前
で
の
奉
仕
は
で
き
な
い
裏
方
で
あ
る
が
︑
﹁
女
中
﹂
を
雇
う
こ
と
が
で
き
る
点
で
雑
仕
よ
り
は
格
上
で
あ
る
︒
ま
た
︑
支
度
料
五
〇
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△は補充員から「昇格」した乳人

表
 裕仁・良子の代の乳人一覧

選考年 名 前 推薦府県 学 歴 夫の職業

1925年

辰巳恒子 東京 島根県浜田高女→奈良女高師 陸軍大尉

平山シズヱ 神奈川 高等小学校 農業

△飯島家寿 東京 高等小学校 下駄製造販売

1927年

木内喜代子 東京 福岡県小倉高女 会社員

八田義子 山梨 長野県諏訪高女 銀行役員

△桜井ムメ 神奈川 高等小学校 神奈川県技手

1929年
奥野智恵子 東京 兵庫県第一神戸高女 慶應大学予科講師

竹村玉恵 神奈川 神戸市立女子技芸学校 建築会社技師

1931年
森岡節子 東京 東洋高女 陸軍大尉

北野貞 東京 滋賀県彦根高女 陸軍中佐

1933年

野口善子 埼玉 埼玉県久喜高女→山脇高女専攻科 呉服商

進藤はな 茨城 高等小学校→女子技芸塾 県師範学校教諭

△竹中敏子 岐阜 大垣市立高女→報徳女学校 小学校訓導

1935年

福島治 長野 長野県大町高女→共立女専 農林省技手

狩野のぶ 群馬 千葉県安房高女 陸軍少佐

△前田聡子 神奈川 和歌山高女 海軍少佐

1939年
矢部経子 福島 福島高女 呉服商

松本夫佐 新潟 新潟県巻高女→音羽洋裁学院 医師

〇
円
の
ほ
か
一
年
務
め
た
あ
と
の
﹁
退
職
金
﹂
は
一

二
〇
〇
円
が
支
給
さ
れ
た
︵
こ
れ
ら
の
金
額
は
確
認
で

き
る
一
九
三
五
年
ま
で
は
変
更
さ
れ
て
い
な
い
︶
︒

乳
人
推
薦
を
依
頼
し
た
府
県
で
あ
る
が
︑
表
�
の

と
お
り
で
あ
る
︒
一
九
二
五
年
選
考
で
は
東
京
・
神

奈
川
・
埼
玉
・
千
葉
の
四
府
県
が
対
象
で
あ
っ
た
︒

早
産
な
ど
に
対
処
で
き
る
よ
う
﹁
地
理
的
ニ
モ
便
利

ナ
ル
地
方
﹂
か
ら
選
ば
れ
た㉓
︒
二
七
年
に
は
︑
こ
れ

に
茨
城
・
栃
木
・
群
馬
・
山
梨
が
く
わ
わ
り
︑
三
三

年
選
考
ま
で
の
四
回
︑
こ
の
関
東
八
府
県
が
選
考
対

象
と
な
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
三
三
年
の
第
二
回
選
考

︵
後

述
︶
で
︑
初
め
て
岐
阜
・
静
岡
・
愛
知
・
滋

賀
・
京
都
が
対
象
と
な
り
︑
三
五
年
選
考
で
は
︑
新

た
に
福
島
・
新
潟
・
長
野
が
追
加
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑

最
後
の
三
九
年
選
考
で
は
︑
京
都
・
三
重
以
東
の
本

州
す
べ
て
の
府
県
︵
二
五
府
県
︶
が
対
象
と
な
る
の

で
あ
る
︒

選
考
の
結
果
︑
選
ば
れ
た
乳
人
の
一
覧
を
ま
ず
示

し
て
お
く
＝
表


︒
こ
の
表
に
は
︑
あ
と
か
ら
乳
人

近代皇室における「乳人」の選定過程と変容（森）

41 (285)



と
な
っ
た
人
物
が
四
人
い
る
︵
表
中
の
△
︶
︒
﹁
正
﹂
の
乳
人
に
何
ら
か
の
﹁
故
障
﹂
が
あ
っ
た
と
き
︑
こ
れ
に
代
わ
る
の
が
補
充
員
で
あ
る
︒

補
充
員
は
︑
乳
人
と
同
時
か
︑
少
し
遅
れ
て
お
お
む
ね
二
人
が
任
命
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
﹁
平
素
充
分
衛
生
ニ
留
意
シ
︑
乳
人
故
障
ア
ル
場
合

ニ
ハ
早
速
奉
仕
差
支
ナ
キ
様
心
掛
﹂
け
て
︑
準
備
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
た㉔
︒
補
充
員
の
手
当
は
年
間
一
〇
〇
円
で
あ
っ
た㉕
︒

裕
仁
・
良
子
の
代
の
乳
人
は
︑
皇
室
と
民
衆
を
結
ぶ
新
た
な
ル
ー
ト
と
し
て
利
用
さ
れ
た
︒
そ
の
場
の
状
況
に
応
じ
て
募
っ
て
い
た
従
来
の

や
り
方
を
改
め
︑
選
考
を
広
域
化
し
︑
公
示
化
し
た
︒
自
ら
応
募
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
ら
公
募
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
身
分
・
職
業

を
問
わ
ず
に
︑
近
県
ま
で
広
く
求
め
る
姿
勢
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
全
体
と
し
て
は
︑
府
県
を
通
じ
る
手
続
き
と
要
件
を
明
確
に
し
︑
募
集

を
制
度
化
し
た
と
い
え
る
︒

①

﹁
御
達
留
︿
第
三
大
区
一
︑
二
小
区
﹀
﹂
﹁
総
御
達
留
︿
第
三
大
区
三
︑
四
小

区
﹀
﹂
東
京
都
公
文
書
館
︵
請
求
番
号
606.
D
7.
02
お
よ
び
606.
D
7.
03
︶
︒

②

﹁
明
宮
記
﹂
二

宮
内
公
文
書
館
︵
識
別
番
号
83457
︶
︒

③

以
下
︑
乳
人
の
年
齢
表
記
は
︑
着
任
時
︑
あ
る
い
は
発
表
時
の
満
年
齢
︒

④

﹁
迪
宮
記
第
一
﹂
宮
内
公
文
書
館
︵
識
別
番
号
85367
︶
︒
﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
一

九
二
一
年
九
月
三
日
︒
小
林
は
夫
と
死
別
し
再
婚
し
て
︑
矢
崎
と
改
姓
し
た
︒

⑤

﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
〇
一
年
一
一
月
一
四
日
︒

⑥

﹁
淳
宮
御
誕
生
録
﹂
宮
内
公
文
書
館
︵
識
別
番
号
5545
︶
︒

⑦

﹁
淳
宮
記
第
一
﹂
宮
内
公
文
書
館
︵
識
別
番
号
85375
︶
︒
﹃
読
売
新
聞
﹄
一
九
〇

二
年
六
月
二
九
日
︒

⑧

﹁
光
宮
御
誕
生
録
﹂
宮
内
公
文
書
館
︵
識
別
番
号
5546
︶
︒
﹁
光
宮
記
第
一
﹂
宮

内
公
文
書
館
︵
識
別
番
号
85382
︶
︒

⑨

﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
一
六
年
二
月
二
八
日
︒
﹁
澄
宮
記
提
要
﹂
宮
内
公
文
書

館
︵
識
別
番
号
85386
︶
︒

⑩

﹁
澄
宮
記
第
一
・
第
二
﹂
宮
内
公
文
書
館
︵
識
別
番
号
85385
︶
︒

⑪

﹃
報
知
新
聞
﹄
一
九
〇
五
年
一
月
七
︑
八
日
︒

⑫

木
村
涼
子
﹃
︿
主
婦
﹀
の
誕
生
﹄
︑
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
〇
年
︑
一
六

七
頁
︒

⑬

石
橋
順
子
﹁
乳
母
の
衰
退

明
治
期
以
降
の
乳
母
制
度
﹂
︑
﹃
言
語
と
文
化
﹄

一
一
号
︑
二
〇
一
〇
年
︑
五
四

六
頁
︒

⑭

﹁
照
宮
御
誕
生
記
録
﹂
︵
大
正
一
四
年
︶
宮
内
公
文
書
館
︵
識
別
番
号
30000
︶
︒

⑮

同
右
︒

⑯

﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
二
五
年
一
一
月
一
日
︒

⑰

前
掲
﹁
照
宮
御
誕
生
記
録
﹂
︒

⑱

﹃
報
知
新
聞
﹄
一
九
二
五
年
一
一
月
九
日
︒

⑲

﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
一
九
二
五
年
一
一
月
一
四
日
︒

⑳

那
須
御
用
邸
に
は
一
九
三
一
年
に
乳
人
宿
舎
が
建
設
さ
れ
て
い
る
︒
河
井
弥
八

﹃
昭
和
初
期
の
天
皇
と
宮
中
﹄
五
巻
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
九
四
年
︑
六
二
︑
一
三

〇
頁
︒

㉑

乳
量
へ
の
配
慮
か
ら
︑
宮
内
省
は
乳
人
が
慰
安
の
機
会
を
も
つ
よ
う
に
心
掛
け

て
い
た
︒
同
右
︑
四
〇
頁
︒

㉒

﹁
皇
后
宮
職
女
官
官
制
改
正
﹂
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
牧
野
伸
顕
関
係

文
書
書
類
の
部
︵
資
料
番
号
19

2
︶
︒

㉓

前
掲
﹁
照
宮
御
誕
生
記
録
﹂
︒

㉔

﹁
皇
后
陛
下
御
慶
事
乳
人
選
定
の
件
﹂
冊
の


︵
昭
和
二
年
︶
東
京
都
公
文
書
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館
︵
請
求
番
号
307.
F
1.
17
︶
︒

㉕

一
九
二
五
年
選
考
の
飯
島
家
寿
の
と
き
は
補
充
員
と
い
う
制
度
は
な
く
︑
﹁
乳

人
候
補
者
﹂
と
い
う
地
位
が
解
除
さ
れ
な
い
ま
ま
待
機
す
る
形
で
あ
っ
た
︒
飯
島

の
﹁
乳
人
候
補
者
﹂
手
当
は
月
一
五
円
で
あ
っ
た
︒

第
二
章

﹁
身
分
・
職
業
不
問
﹂
の
形
骸
化

こ
の
章
で
は
︑
実
際
の
乳
人
選
び
に
つ
い
て
︑
一
九
二
五
︵
大
正
一
四
︶
年
か
ら
二
九
︵
昭
和
四
︶
年
の
三
回
の
選
考
を
み
て
い
く
︒
こ
の
過

程
で
﹁
身
分
・
職
業
を
問
わ
ず
﹂
の
理
念
は
徐
々
に
形
骸
化
し
て
い
く
︒

第
一
節

二
五
年
選
考
︵
成
子
誕
生
時
︶

一
九
二
四
年
一
月
に
結
婚
し
た
裕
仁
・
良
子
の
第
一
子
︵
成
子
︑
照
宮
︶
が
誕
生
し
た
の
は
翌
年
一
二
月
六
日
で
あ
っ
た
︒
宮
内
省
東
宮
職

が
︑
東
宮
大
夫
︑
珍
田
捨
巳
名
で
︑
東
京
お
よ
び
近
郊
の
四
府
県
知
事
に
︑
乳
人
候
補
者
を
推
薦
す
る
よ
う
求
め
た
の
は
出
産
予
定
日
の
二
カ

月
前
の
一
〇
月
五
日
で
あ
る①
︒
こ
れ
を
受
け
た
東
京
府
は
一
〇
月
九
日
︑
市
長
・
郡
長
に
﹁
希
望
者
﹂
探
し
を
依
頼
し
た
︒
あ
が
っ
て
き
た
候

補
を
書
類
審
査
し
て
適
任
者
を
選
ん
だ
う
え
︑
府
独
自
の
身
体
検
査
を
行
い
︑
宮
内
省
へ
の
推
薦
者
を
決
め
る
手
順
を
踏
ん
だ
︒
各
市
郡
か
ら

何
人
の
候
補
が
出
た
の
か
は
不
明
だ
が
︑
府
で
は
七
人
の
最
終
候
補
を
選
び
︑
宮
内
省
に
推
薦
し
た
︒

こ
の
ほ
か
神
奈
川
・
埼
玉
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
二
人
︑
千
葉
か
ら
一
人
の
推
薦
が
あ
り
︑
計
一
二
人
の
候
補
が
集
ま
っ
た
︒
こ
の
段
階
で
︑
東
京

帝
大
附
属
病
院
で
の
健
康
診
断
が
あ
り
︵
一
一
月
九
︑
一
一
日
︶
︑
六
人
が
合
格
と
さ
れ
た
︒
こ
の
年
の
選
考
で
は
︑
こ
こ
か
ら
宮
内
省
皇
宮
警

察
部
の
調
査
︵
内
舎
人
調
査
︶
に
入
る
︒

六
人
の
ひ
と
り
︑
東
京
府
荏
原
郡
調
布
村
の
農
業
の
女
性
は
︑
夫
の
父
︵
義
父
︶
が
現
役
村
長
で
あ
り
︑
有
力
候
補
で
あ
っ
た②
︒
と
こ
ろ
が
︑

そ
の
義
父
が
憲
政
会
系
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
女
性
の
名
が
新
聞
に
﹁
有
力
﹂
と
出
た
あ
と
か
ら
︑
地
元
の
政
友
会
関
係
者
か
ら
異
論
の
声
が

あ
が
っ
た
︒
彼
ら
は
﹁
足
利
尊
氏
ノ
如
キ
逆
族マ

マ

ノ
一
族
ノ
者
ヲ
皇
室
ニ
入
ラ
シ
ム
ル
ハ
国
民
思
想
善
道マ

マ

ノ
意
ニ
反
ス
﹂
﹁
癩
病
系
統
ノ
疑
ア
ル
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町
村
民
中
ヨ
リ
乳
人
ヲ
選
定
シ
︑
若
シ
確
定
セ
ハ
由
々
敷
問
題
ナ
リ
﹂
な
ど
と
主
張
し
た
︒
言
い
伝
え
に
よ
れ
ば
︑
村
長
家
は
南
北
朝
時
代
に

足
利
宿
か
ら
移
住
し
︑
代
々
名
主
を
務
め
て
い
た
︒
反
対
派
は
︑
候
補
者
が
足
利
氏
と
関
係
が
あ
り
︑
﹁
癩
病
﹂
の
近
親
者
が
あ
る
疑
い
を
問

題
と
し
た
︒
皇
宮
警
察
部
の
二
日
間
に
わ
た
る
調
査
で
は
﹁
癩
病
﹂
に
つ
い
て
確
定
的
な
事
実
は
み
い
だ
せ
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
れ
以
上

調
べ
る
に
は
時
間
が
か
か
る
た
め
︑
﹁
此
際
他
ノ
候
補
者
中
ヨ
リ
選
定
可
然
ト
思
料
ス
﹂
と
の
結
論
が
く
だ
さ
れ
た
︒

女
嬬
な
ど
の
採
用
の
お
り
︑
宮
内
省
は
皇
宮
警
察
部
に
調
査
さ
せ
て
い
た
︒
そ
れ
と
同
じ
調
査
で
あ
っ
た
︒
だ
が
︑
内
務
省
が
前
面
に
出
る

の
ち
の
時
代
と
比
較
す
る
と
︑
か
な
り
甘
い
調
査
で
あ
っ
た
︒
宮
内
省
秘
書
課
長
︑
白
根
松
介
は
当
時
︑
﹁
本
人
が
女
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
︑

大
し
た
こ
と
は
な
い
と
思
ふ
が
︑
ど
の
程
度
ま
で
取
調
べ
る
か
中
々
六
ヶ
敷
し
い
こ
と
柄
で
あ
る
﹂
と
コ
メ
ン
ト
を
残
し
て
い
る③
︒
健
康
が
重

要
な
の
で
あ
り
︑
家
柄
は
二
の
次
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
︒
だ
が
︑
こ
の
女
性
の
例
が
示
す
よ
う
に
︑
家
柄
や
家
族
の
病
気
は
今
後
︑

ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
に
な
り
︑
乳
人
を
変
質
さ
せ
る
要
因
に
な
っ
て
い
く
︒

最
終
的
に
選
ば
れ
た
の
は
︑
東
京
府
豊
多
摩
郡
千
駄
ヶ
谷
町
の
辰
巳
恒
子
︵
二
三
歳
︶
と
︑
神
奈
川
県
橘
樹
郡
稲
田
村
の
平
山
シ
ズ
ヱ
︵
二

二
歳
︶
で
あ
る
︵
一
一
月
二
四
日
発
表
︶
︒
辰
巳
の
島
根
県
の
実
家
は
名
望
家
で
あ
り
︑
辰
巳
自
身
は
︑
浜
田
高
等
女
学
校
︵
高
女
︶
を
卒
業
し
た

あ
と
︑
奈
良
女
子
高
等
師
範
学
校
に
進
ん
だ
教
育
あ
る
女
性
で
あ
っ
た
︒
夫
は
陸
軍
大
尉
で
︑
の
ち
に
ロ
ン
ド
ン
駐
在
武
官
補
佐
官
を
務
め
る

辰
巳
栄
一④
︒
女
高
師
ま
で
進
ん
だ
新
中
間
層
の
女
性
が
乳
人
に
選
ば
れ
た
例
は
そ
れ
以
前
に
は
ま
っ
た
く
な
い
︒
新
し
い
タ
イ
プ
で
あ
り
︑
辰

巳
が
選
ば
れ
た
こ
と
は
画
期
的
だ
と
い
え
る
︒
貧
困
層
の
女
性
が
な
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
一
般
社
会
の
乳
母
と
︑
皇
室
の
乳
人
を
差

別
化
す
る
も
の
だ
︒
い
っ
ぽ
う
の
平
山
は
実
父
も
義
父
も
村
会
議
員
の
職
に
就
く
な
ど
大
地
主
の
有
力
農
家
で
あ
り
︑
夫
は
村
青
年
団
幹
事
を

務
め
て
い
た⑤
︒

二
人
の
う
ち
︑
新
聞
・
雑
誌
が
注
目
し
た
の
は
︑
平
山
の
ほ
う
で
あ
っ
た
︒
﹁
百
姓
仕
事
︑
稲
敷
き
の
穂
屑
に
埋
つ
て
ゐ
る
生
活
を
す
る
人
﹂

で
あ
る
こ
と
に
焦
点
が
当
た
っ
た⑥
︒
似
た
よ
う
な
候
補
と
し
て
︑
新
聞
が
﹁
佐
原
の
農
婦
﹂
と
報
じ
た
千
葉
県
の
女
性
が
い
る⑦
︒
こ
の
女
性
は
︑

東
京
市
電
気
局
電
車
課
︵
事
務
職
︶
に
勤
め
る
夫
を
も
つ
主
婦
で
あ
り
︑
ふ
だ
ん
は
東
京
市
小
石
川
区
に
住
ん
で
い
た
︒
出
産
の
た
め
香
取
郡
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佐
原
町
に
あ
る
夫
の
実
家
に
滞
在
中
だ
っ
た
が
︑
農
業
に
従
事
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
れ
で
も
︑
新
聞
は
﹁
農
婦
﹂
と
書
き
た
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
︒
農
業
は
︑
人
び
と
と
の
近
さ
を
象
徴
す
る
属
性
で
あ
っ
た
︒

な
お
︑
辰
巳
は
一
九
二
六
年
四
月
︑
麻
疹
に
か
か
り
入
院
し
︑
乳
人
を
辞
任
す
る
︒
こ
の
た
め
︑
東
京
府
推
薦
の
飯
島
家
寿
︵
二
二
歳
︑
北

豊
島
郡
上
板
橋
村
︶
が
新
た
に
乳
人
と
な
る
︒
下
駄
製
造
販
売
業
の
女
性
で
あ
っ
た⑧
︒
結
局
︑
農
家
で
あ
る
平
山
︑
商
家
で
あ
る
飯
島
と
い
う

﹁
人
び
と
と
近
い
﹂
と
受
け
と
め
ら
れ
る
二
人
が
乳
人
を
務
め
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
︒
飯
島
の
夫
の
実
家
も
︑
平
山
と
同
じ
く
村
を
代
表
す
る

大
地
主
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
こ
と
よ
り
も
︑
﹁
履
物
屋
﹂
と
い
う
職
業
は
平
民
性
を
感
じ
さ
せ
る
出
自
と
し
て
語
ら
れ
て
い
く
︒

第
二
節

二
七
年
選
考
︵
祐
子
誕
生
時
︶

天
皇
嘉
仁
の
逝
去
で
︑
即
位
し
た
裕
仁
と
皇
后
と
な
っ
た
良
子
の
二
人
目
の
子
供
︵
祐
子
︑
久
宮
︶
は
一
九
二
七
︵
昭
和
二
︶
年
九
月
一
〇
日

に
生
ま
れ
た
︒
責
任
者
は
︑
珍
田
に
代
わ
り
︑
皇
后
宮
大
夫
と
な
っ
た
河
井
弥
八
と
な
る
︒

こ
の
年
の
選
考
で
は
︑
採
用
要
件
が
前
回
よ
り
細
か
く
規
定
さ
れ
た⑨
︒
ま
ず
家
族
︵
婚
家
と
実
家
︶
に
つ
い
て
︑
﹁
癩
病
︑
精
神
病
︑
結
核
等

悪
疾
ノ
遺
伝
的
系
統
ニ
ア
ラ
サ
ル
コ
ト
﹂
﹁
前
科
者
又
ハ
不
穏
ナ
ル
思
想
ヲ
有
ス
ル
者
ア
ラ
サ
ル
コ
ト
﹂
と
さ
れ
た
︒
親
戚
に
﹁
癩
病
﹂
︑
﹁
精

神
病
﹂
︑
結
核
の
三
つ
の
病
気
の
者
が
い
な
い
︑
前
科
者
と
不
穏
思
想
を
も
つ
者
︵
共
産
主
義
者
や
無
政
府
主
義
者
な
ど
︶
が
い
な
い
と
い
う
新
た

な
要
件
が
付
け
く
わ
わ
っ
た
の
で
あ
る
︒
本
人
に
つ
い
て
は
︑
﹁
黴
毒
︑
痳
病
︑
癩
病
︑
結
核
︑
脚
気
︑
ト
ラ
ホ
ー
ム
︑
腎
臓
病
︑
精
神
病
ナ

キ
コ
ト
﹂
と
具
体
的
な
禁
忌
が
明
記
さ
れ
た
︒
選
考
方
法
の
変
更
で
重
要
な
こ
と
は
︑
府
県
段
階
で
︑
警
察
の
調
査
を
入
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒

前
回
の
調
査
不
足
へ
の
反
省
で
あ
ろ
う
︒

東
京
府
の
選
考
で
あ
る
が
︑
町
村
長
に
︑
候
補
を
あ
げ
る
よ
う
に
依
頼
し
た
の
は
六
月
一
四
日
で
あ
っ
た
︒
府
は
︑
町
村
宛
て
の
文
書
の
な

か
で
﹁
身
分
職
業
ノ
如
何
ヲ
問
ハ
ス
ト
雖
︑
宮
中
奉
仕
ニ
付
キ
貴
職
ニ
於
テ
相
当
ト
認
ム
ル
者
﹂
﹁
身
分
及
職
業
ノ
賤
シ
カ
ラ
サ
ル
者
﹂
と
い

う
宮
内
省
要
件
に
は
な
い
厳
し
い
条
件
を
付
け
く
わ
え
て
い
る
︒
こ
の
年
は
東
京
一
五
区
の
都
心
部
︑
お
よ
び
南
葛
飾
・
南
足
立
の
両
郡
は
対
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象
と
し
な
か
っ
た
︒
前
者
は
健
康
な
女
性
は
農
村
部
に
多
い
と
い
う
前
提
な
の
だ
ろ
う
が
︑
後
者
は
下
町
地
区
へ
の
差
別
的
な
扱
い
と
い
え
る⑩
︒

東
京
府
は
︑
前
回
の
よ
う
に
﹁
希
望
者
﹂
を
募
る
の
で
は
な
く
︑
該
当
す
る
者
を
な
る
べ
く
多
く
報
告
す
る
よ
う
に
求
め
た
︒
西
多
摩
郡
氷

川
村
の
よ
う
に
私
生
児
を
含
め
︑
村
で
誕
生
し
た
す
べ
て
の
新
生
児
を
報
告
し
た
町
村
も
あ
っ
た
︒
こ
れ
で
は
東
京
府
レ
ベ
ル
で
の
事
務
量
が

膨
大
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
︑
府
は
六
月
二
〇
日
付
で
﹁
全
部
ノ
報
告
ヲ
見
合
セ
﹂
て
︑
五
人
以
内
と
す
る
よ
う
方
針
変
更
を
伝
え
た
︒
こ
れ

を
受
け
北
多
摩
郡
清
瀬
村
は
﹁
出
産
者
ハ
十
八
名
ニ
有
之
候
得
共
︑
母
ノ
年
齢
超
過
セ
ル
モ
ノ
五
名
︑
母
子
共
ニ
健
康
ナ
ラ
サ
ル
モ
ノ
三
名
︑

大
工
職
二
名
︑
日
給
生
活
者
二
名
︑
其
他
小
作
農
業
者
六
名
﹂
の
た
め
︑
推
薦
者
な
し
と
報
告
し
た
︒
大
工
・
日
給
生
活
者
・
小
作
農
業
者
は
︑

﹁
身
分
及
職
業
ノ
賤
シ
カ
ラ
サ
ル
﹂
の
要
件
に
引
っ
掛
か
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
︒

東
京
府
内
で
対
象
と
な
っ
た
一
一
八
町
村
の
う
ち
︑
候
補
を
あ
げ
て
き
た
町
村
は
四
八
︒
総
人
数
は
お
よ
そ
三
五
〇
人
に
な
っ
た
が
︑
府
が

書
類
で
不
適
格
と
判
断
し
た
者
を
除
い
て
調
査
対
象
と
し
た
の
は
四
一
人
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
ら
を
対
象
に
警
視
庁
の
調
査
を
入
れ
︑
実
家
が
府

外
に
あ
れ
ば
︑
当
該
道
府
県
に
調
査
を
依
頼
し
た
︒
こ
う
し
て
東
京
府
は
宮
内
省
に
五
人
を
推
薦
し
た
︒
夫
の
職
業
は
会
社
員
二
人
︑
教
諭
︑

農
業
︑
神
職
が
各
一
人
と
依
然
と
し
て
多
様
性
は
保
た
れ
て
い
る
︒
本
人
の
学
歴
を
み
て
も
︑
高
等
女
学
校
以
上
が
三
人
で
︑
高
等
小
学
校
ま

で
が
二
人
で
あ
る
︒

こ
の
年
は
︑
栃
木
県
の
文
書
も
そ
ろ
っ
て
お
り
︑
比
較
の
た
め
そ
の
選
考
を
み
て
み
る⑪
︒
栃
木
で
は
︑
市
町
村
で
は
な
く
各
警
察
署
が
選
考

主
体
と
な
っ
て
い
た
︒
県
が
県
内
一
六
の
警
察
署
長
に
候
補
を
あ
げ
る
よ
う
に
指
示
し
た
の
は
六
月
七
日
︒
し
か
し
︑
該
当
者
な
し
の
回
答
が

相
次
い
だ
た
め
︑
県
は
産
婆
組
織
へ
の
テ
コ
入
れ
を
図
っ
た
︒
宇
都
宮
・
栃
木
・
佐
野
・
足
利
に
四
つ
存
在
し
た
産
婆
組
合
に
呼
び
掛
け
︑
会

合
を
開
催
す
る
よ
う
に
求
め
た
︒
そ
の
場
を
利
用
し
て
︑
候
補
者
探
し
の
依
頼
を
目
論
ん
だ
の
で
あ
る⑫
︒
そ
の
結
果
︑
五
つ
の
地
域
で
産
婆
の

会
合
が
開
か
れ
︑
そ
こ
か
ら
出
た
候
補
を
三
人
に
絞
り
︑
衛
生
官
に
よ
る
健
康
診
断
を
受
け
さ
せ
た
︒
七
月
末
ま
で
に
宮
内
省
に
推
薦
す
る
最

終
候
補
ひ
と
り
を
決
め
た
︒
夫
と
と
も
に
文
具
裁
縫
用
品
販
売
店
を
営
む
上
都
賀
郡
鹿
沼
町
の
女
性
で
あ
る⑬
︒

結
局
︑
こ
の
年
は
︑
八
府
県
か
ら
の
計
一
四
人
が
宮
内
省
の
選
考
対
象
と
な
っ
た
︒
結
果
と
し
て
︑
東
京
府
豊
多
摩
郡
中
野
町
の
木
内
喜
代
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子
︵
二
二
歳
︶
︑
山
梨
県
東
八
代
郡
石
和
町
の
八
田
義
子
︵
二
一
歳
︶
が
乳
人
に
選
ば
れ
た
︵
八
月
一
九
日
発
表
︶
︒
木
内
は
︑
福
岡
県
立
小
倉
高
女

卒
業
で
︑
父
は
少
将
で
退
役
し
た
元
陸
軍
軍
人
︒
夫
は
東
京
商
大
を
卒
業
し
︑
丸
ビ
ル
の
木
材
輸
入
会
社
に
勤
務
す
る
会
社
員
で
あ
っ
た
︒
八

田
は
長
野
県
諏
訪
郡
上
諏
訪
町
出
身
で
︑
諏
訪
高
女
卒
業
︒
父
は
洋
酒
卸
業
︒
夫
は
峡
東
銀
行
常
務
取
締
役
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
︑
二
人
が
官
舎
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
問
題
が
起
き
る
︒
九
月
八
日
︑
八
田
の
夫
の
近
親
者
が
傷
害
で
有
罪
判
決
を
受
け
て
い
た
こ
と

が
内
務
省
警
保
局
か
ら
の
連
絡
で
発
覚
︒
翌
日
︑
夫
が
上
京
し
︑
﹁
家
事
上
︑
不
得
已
事
情
を
生
じ
た
り
﹂
と
の
名
目
で
辞
表
が
提
出
さ
れ
た

︵
﹁
河
井
弥
八
日
記
﹂
九
月
八
︑
九
日
条⑭
︶
︒
八
田
の
調
査
は
山
梨
県
警
察
部
の
担
当
で
あ
る
が
︑
犯
行
が
起
こ
っ
た
場
所
が
東
京
で
あ
っ
た
た
め
︑

把
握
で
き
な
か
っ
た
よ
う
だ
︒
八
田
に
代
わ
っ
て
補
充
員
か
ら
乳
人
に
﹁
昇
格
﹂
し
た
の
は
︑
神
奈
川
県
高
座
郡
藤
沢
町
の
桜
井
ム
メ
︵
二
六

歳
︶
で
あ
っ
た
︒
桜
井
は
同
町
町
会
議
員
の
長
女
と
し
て
生
ま
れ
︑
夫
は
神
奈
川
県
水
産
課
技
手
で
あ
っ
た⑮
︒
な
お
︑
祐
子
は
生
後
六
カ
月
で

亡
く
な
り
︑
木
内
と
桜
井
は
直
後
に
乳
人
を
免
ぜ
ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
年
の
選
考
で
は
︑
結
果
と
し
て
︑
木
内
・
八
田
・
桜
井
の
い
ず
れ
も
が
勤
め
人
の
妻
︵
主
婦
︶
で
あ
っ
た
︒
前
回
の
よ
う
に
農
業
を
営

む
女
性
は
こ
の
後
︑
み
ら
れ
な
く
な
る
︒
選
考
に
つ
い
て
︑
河
井
は
﹁
侍
医
の
意
見
と
人
物
試
験
と
が
大
体
に
於
て
一
致
す
る
﹂
と
述
べ
て
い

る⑯
︒
母
乳
の
出
具
合
や
健
康
を
主
に
判
断
す
る
侍
医
と
︑
人
柄
と
家
柄
を
主
に
み
る
事
務
方
の
意
見
が
一
致
す
る
と
い
う
の
だ
︒
だ
が
︑
前
回

と
比
べ
る
と
︑
乳
人
の
﹁
家
柄
﹂
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

第
三
節

二
九
年
選
考
︵
和
子
誕
生
時
︶
�

裕
仁
・
良
子
の
第
三
子
︑
和
子
︵
孝
宮
︶
の
誕
生
は
一
九
二
九
年
九
月
三
〇
日
で
あ
る
︒
こ
の
年
は
採
用
要
件
に
変
更
が
あ
っ
た⑰
︒
近
親
者

に
﹁
不
品
行
等
ニ
シ
テ
世
ノ
指
弾
ヲ
受
ク
ル
者
ア
ラ
サ
ル
コ
ト
﹂
と
い
う
記
述
が
付
け
く
わ
わ
っ
た
の
で
あ
る
︒
明
ら
か
に
前
回
の
八
田
の
事

件
を
受
け
て
の
要
件
追
加
で
あ
っ
た
︒
東
京
府
が
︑
管
内
区
町
村
長
宛
て
の
依
頼
を
出
し
た
の
は
七
月
三
日
︒
こ
の
年
︑
候
補
者
が
女
学
校
出

身
だ
っ
た
ば
あ
い
︑
学
業
成
績
や
素
行
︑
思
想
を
問
い
合
わ
せ
る
調
査
を
始
め
て
い
る
︒
東
京
府
は
明
ら
か
に
︑
学
歴
を
重
視
し
始
め
た
︒
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表� 27年選考と29年選考の

階層比較（東京府）

1927年 1929年

高等女学校比率 22％ 49％

新中間層比率 39％ 64％

多摩地区比率 37％ 10％

こ
う
し
た
方
針
に
よ
り
︑
東
京
府
の
乳
人
候
補
の
出
身
階
層
に
変
化
が
現
れ
る
︒
一
九
二
七
年
選
考
で
東
京
府
が

調
査
対
象
と
し
た
四
一
人
と
︑
二
九
年
選
考
の
七
二
人
を
比
べ
て
み
る
︒
高
等
女
学
校
︵
実
科
女
学
校
を
含
む
︶
に
通

っ
て
い
た
候
補
者
の
比
率
を
﹁
高
等
女
学
校
比
率⑱
﹂
︑
夫
が
俸
給
生
活
者
と
専
門
職
な
ど
の
者
の
割
合
を
﹁
新
中
間

層
比
率⑲
﹂
︑
農
家
の
女
性
が
多
い
三
多
摩
地
区
の
割
合
を
﹁
多
摩
地
区
比
率⑳
﹂
と
し
て
計
算
し
た
︵
表
�
︶
︒
﹁
高
等

女
学
校
比
率
﹂
は
二
二
㌫
か
ら
四
九
㌫
と
二
倍
以
上
に
な
り
︑
﹁
新
中
間
層
比
率
﹂
は
︑
三
九
㌫
か
ら
六
四
㌫
と

一
・
六
倍
も
増
加
す
る
︒
い
っ
ぽ
う
で
﹁
多
摩
地
区
比
率
﹂
は
一
〇
㌫
ま
で
大
幅
に
減
る
︒
二
九
年
選
考
で
は
︑
東

京
市
内
の
一
五
区
を
選
考
対
象
に
入
れ
︑
多
摩
地
区
に
多
い
農
家
の
女
性
は
候
補
と
な
り
に
く
く
な
る
︒
都
市
の
新

中
間
層
の
妻
︑
つ
ま
り
は
主
婦
で
あ
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
だ
︒

結
局
︑
東
京
府
が
選
ん
だ
候
補
は
五
人
で
︑
全
員
が
高
等
女
学
校
を
卒
業
し
て
い
る
︒
夫
の
勤
務
先
は
慶
応
義
塾
大
学
︑
三
井
物
産
︑
南
洋

興
発
︑
海
軍
︑
内
務
省
で
︑
全
員
が
主
婦
で
あ
っ
た
︒
中
等
教
育
を
受
け
︑
都
市
に
お
い
て
中
流
以
上
の
生
活
を
送
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
︒

全
体
の
傾
向
も
同
じ
で
あ
る
︒
八
府
県
か
ら
の
候
補
は
計
一
三
人
で
あ
り
︑
選
ば
れ
た
の
は
︑
東
京
府
推
薦
の
奥
野
智
恵
子
︵
二
三
歳
︑
中

野
町
︶
︑
神
奈
川
県
推
薦
の
竹
村
玉
恵
︵
二
五
歳
︑
鎌
倉
郡
鎌
倉
町
︶
で
あ
っ
た
︵
九
月
二
一
日
発
表
︶
︒
奥
野
は
︑
兵
庫
県
出
身
︒
実
家
は
酒
造
業
︑

材
木
商
︑
肥
料
販
売
業
な
ど
を
務
め
る
町
の
名
家
で
あ
っ
た
︒
奥
野
自
身
は
︑
兵
庫
県
立
第
一
神
戸
高
女
を
卒
業
し
︑
慶
応
義
塾
大
学
予
科
講

師
︑
信
太
郎
と
結
婚
し
た
︒
信
太
郎
は
中
国
文
学
者
で
戦
後
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
と
し
て
著
名
と
な
る
文
化
人
で
あ
る
︒
夫
婦
は
与
謝
野
晶
子
と
知

り
合
い
で
︑
子
供
た
ち
は
与
謝
野
が
命
名
し
て
い
る
︒
竹
村
は
高
知
県
出
身
︒
神
戸
市
立
女
子
技
芸
学
校
を
出
て
︑
建
設
会
社
で
技
師
を
務
め

る
男
性
と
結
婚
し
た
︒
奥
野
と
と
も
に
新
中
間
層
の
女
性
と
い
え
る
︒

﹁
身
分
・
職
業
を
問
わ
ず
﹂
は
︑
平
準
化
さ
れ
た
社
会
の
な
か
で
︑
要
件
さ
え
あ
え
ば
誰
で
も
選
ば
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
う
た
っ
た

原
則
だ
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
う
し
た
要
件
の
も
と
で
の
選
考
は
逆
説
的
に
人
物
が
厳
し
く
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
実
際
︑
各
府
県
や
宮
内
省
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は
︑
誰
も
が
納
得
す
る
よ
う
な
候
補
を
選
ぶ
と
い
う
課
題
を
課
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
︒
身
分
・
職
業
の
如
何
を
問
わ
な
い
と
い
う
看

板
は
最
後
ま
で
下
ろ
さ
れ
な
か
っ
た
が
︑
そ
の
内
実
は
形
骸
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
︒

①

以
下
︑
こ
の
段
落
は
﹁
皇
孫
殿
下
御
誕
生
奉
祝
関
係
書
類
﹂
冊
の
�
︵
大
正
一

四
年
︶
東
京
都
公
文
書
館
︵
請
求
番
号
306.
E
4.
13
︶
を
利
用
し
た
︒

②

以
下
︑
こ
の
段
落
は
﹁
照
宮
御
誕
生
録
﹂


︵
大
正
一
四
年
︶
宮
内
公
文
書
館

︵
識
別
番
号
30003
︶
を
利
用
し
た
︒

③

﹃
都
新
聞
﹄
一
九
二
五
年
一
一
月
一
三
日
︒

④

辰
巳
栄
一
は
︑
敗
戦
後
︑
吉
田
茂
の
﹁
軍
事
顧
問
﹂
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
︒
湯

浅
博
﹃
吉
田
茂
の
軍
事
顧
問
辰
巳
栄
一
﹄
︑
産
経
新
聞
出
版
︑
二
〇
一
一
年
︒

⑤

﹃
時
事
新
報
﹄
一
九
二
五
年
一
一
月
二
五
日
︒

⑥

﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
神
奈
川
版
一
九
二
五
年
一
一
月
二
五
日
︒
ほ
か
に
も
︑
た

と
え
ば
︑
雑
誌
記
事
が
穂
屑
や
埃
に
ま
み
れ
て
農
業
に
勤
し
ん
で
い
る
家
族
の
姿

が
美
し
い
な
ど
と
書
い
て
い
る
︒
﹁
光
栄
の
二
婦
人
を
訪
ふ
の
記
﹂
︑
﹃
主
婦
之
友
﹄

一
〇
巻
一
号
︑
一
九
二
六
年
︑
二
八
六

八
頁
︒

⑦

﹃
国
民
新
聞
﹄
一
九
二
五
年
一
一
月
三
日
︒

⑧

な
お
︑
宮
内
省
は
飯
島
を
乳
人
に
任
命
後
︑
京
都
府
愛
宕
郡
大
原
村
の
二
人
の

女
性
を
︑
﹁
乳
人
候
補
者
﹂
に
指
名
し
て
い
る
︒
従
前
の
乳
人
選
び
同
様
に
宮
中

の
人
脈
を
使
っ
た
指
名
で
あ
る
︒
前
掲
﹁
照
宮
御
誕
生
録
﹂


︒

⑨

以
下
の
四
段
落
は
﹁
皇
后
陛
下
御
慶
事
乳
人
選
定
の
件
﹂
冊
の


～
�
︵
昭
和

二
年
︶
東
京
都
公
文
書
館
︵
請
求
番
号
307.
F
1.
17
～
20
︶
を
利
用
し
た
︒

⑩

宮
城
以
東
の
下
町
地
区
は
︑
一
九
三
一
︑
三
三
年
選
考
で
も
対
象
か
ら
外
れ
て

い
る
︒
ま
た
︑
島
嶼
部
は
一
貫
し
て
対
象
外
で
あ
っ
た
︒

⑪

以
下
︑
こ
の
段
落
は
﹁
乳
人
関
係
﹂
︵
昭
和
二
年
︶
栃
木
県
立
文
書
館
︵
簿
冊

番
号
1449
︶
を
利
用
し
た
︒

⑫

職
能
と
し
て
の
産
婆
と
︑
天
皇
家
の
出
産
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
文

が
参
考
に
な
る
︒
木
村
尚
子
﹁
天
皇
を
﹁
生
ま
し
ま
し
た
﹂
産
婆

産
婆
・
岩

崎
直
子
に
み
る
天
皇
家
と
産
婆
職
﹂
︑
﹃
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
学
﹄
八
巻
︑
二
〇
一
二
年
︑

二
一

三
五
頁
︒

⑬

﹃
下
野
新
聞
﹄
一
九
二
七
年
八
月
四
日
夕
刊
︒

⑭

河
井
弥
八
﹃
昭
和
初
期
の
天
皇
と
宮
中
﹄
一
巻
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
九
三
年
︑

二
〇
二
頁
︒
﹁
乳
人
同
補
充
員
命
免
調
﹂
︵
﹁
皇
后
陛
下
御
慶
事
関
係
書
類
﹂
冊
の

�
の
�
︵
昭
和
一
〇
年
︶
東
京
都
公
文
書
館
︑
請
求
番
号
318.
E
1
.02
︶
︒
﹃
報
知

新
聞
﹄
一
九
二
七
年
九
月
一
一
日
夕
刊
︒

⑮

﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
一
九
二
七
年
九
月
一
一
日
夕
刊
に
は
︑
桜
井
の
出
身
校
と

し
て
﹁
明
治
女
学
校
﹂
と
あ
る
が
︑
﹁
明
治
小
学
校
﹂
︵
正
式
に
は
︑
藤
沢
町
立
明

治
尋
常
高
等
小
学
校
︶
の
誤
り
で
あ
る
︒

⑯

前
掲
﹃
昭
和
初
期
の
天
皇
と
宮
中
﹄
一
巻
︑
一
八
六
頁
︒

⑰

以
下
の
三
段
落
は
﹁
皇
后
陛
下
御
慶
事
御
乳
人
選
定
書
類
﹂
冊
の
28
～
31
︵
昭

和
四
年
︶
東
京
都
公
文
書
館
︵
請
求
番
号
312.
C
1.
05
～
08
︶
を
利
用
し
た
︒

⑱

調
書
に
﹁
女
学
校
﹂
と
あ
る
だ
け
で
高
等
女
学
校
か
ど
う
か
判
然
と
し
な
い
も

の
は
除
い
て
あ
る
︒
実
業
補
習
学
校
や
職
業
学
校
︑
技
芸
学
校
な
ど
も
除
い
た
︒

た
だ
当
時
の
高
等
女
学
校
で
は
︑
結
婚
準
備
の
た
め
途
中
退
学
す
る
者
が
少
な
く

な
か
っ
た
の
で
中
退
は
出
身
者
に
含
め
た
︒

⑲

会
社
員
・
官
僚
・
教
員
・
軍
人
な
ど
の
妻
︑
お
よ
び
医
師
・
設
計
士
な
ど
専
門

職
の
妻
を
入
れ
た
︒
こ
こ
か
ら
除
か
れ
る
の
は
︑
農
業
者
の
ほ
か
︑
店
舗
を
経
営

す
る
自
営
業
者
な
ど
で
あ
る
︒
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
公
私
の
区
別
が
判
然
と
し
て

い
る
近
代
的
な
職
業
か
ど
う
か
を
判
断
基
準
と
し
た
︒

⑳

北
多
摩
郡
・
南
多
摩
郡
・
西
多
摩
郡
の
女
性
を
含
め
た
︒
三
多
摩
に
は
含
ま
れ

な
い
豊
多
摩
郡
の
女
性
は
除
い
て
あ
る
︒

近代皇室における「乳人」の選定過程と変容（森）
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第
三
章

ト
ラ
ブ
ル
の
続
発

前
章
で
は
︑
地
元
か
ら
乳
人
候
補
へ
の
疑
問
が
生
じ
た
り
︑
親
族
の
犯
罪
か
ら
乳
人
が
辞
任
す
る
ト
ラ
ブ
ル
を
み
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
問
題
は

そ
の
後
も
頻
出
し
︑
政
治
問
題
化
す
る
な
ど
複
雑
な
様
相
を
み
せ
て
い
く
︒

第
一
節

二
九
年
選
考
︵
和
子
誕
生
時
︶
�

一
九
二
九
︵
昭
和
四
︶
年
選
考
で
︑
奥
野
・
竹
村
が
選
ば
れ
た
こ
と
は
前
章
で
述
べ
た
︒
こ
こ
で
問
題
が
発
覚
す
る
︒
発
表
直
後
︑
奥
野
に

つ
い
て
宮
内
省
な
ど
に
批
判
の
投
書
が
届
く
の
で
あ
る①
︒
河
井
弥
八
の
日
記
に
は
﹁
御
乳
人
奥
野
夫
人
に
対
す
る
非
難
の
手
紙
︑
大
阪
無
名
者

よ
り
宮
内
大
臣
︑
内
大
臣
︑
枢
密
院
議
長
︹
倉
富
勇
三
郎
︺
宛
に
て
到
着
す
︒
直
に
右
写
を
作
り
︑
高
橋
兵
庫
県
知
事
へ
精
細
な
る
調
査
を
依

頼
せ
し
む
﹂
︵
九
月
二
四
日
条
︶
と
あ
る②
︒
東
京
都
公
文
書
館
の
文
書
に
よ
る
と
︑
非
難
は
兵
庫
県
の
実
家
に
つ
い
て
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒

こ
の
家
に
か
な
り
前
に
嫁
い
で
き
た
女
性
の
生
家
が
﹁
癩
病
﹂
の
家
系
で
あ
る
と
か
︑
尊
属
に
﹁
精
神
病
﹂
や
不
品
行
の
者
が
い
る
な
ど
の
誹

謗
で
あ
っ
た
︒
実
父
は
︑
政
友
会
の
選
挙
運
動
に
関
わ
っ
て
お
り
︑
政
治
的
に
反
目
す
る
者
か
ら
の
中
傷
と
い
う
面
も
あ
っ
た
︒
東
京
府
は
兵

庫
県
警
察
部
と
と
も
に
再
調
査
を
行
い
︑
批
判
の
多
く
が
風
評
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
︒
た
だ
︑
一
部
に
は
事
実
と
認
め
ざ
る
を
得
な

い
も
の
も
あ
っ
た
︒
河
井
は
最
後
に
精
神
医
学
の
権
威
で
あ
っ
た
呉
秀
三
に
意
見
を
求
め
た
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
尊
属
の
精
神
疾
患
が
も
っ
と
も

心
配
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
た
だ
︑
結
論
は
﹁
知
事
と
も
相
談
し
︑
大
臣
︑
次
官
の
了
解
を
得
て
奥
野
を
採
用
す
る
こ
と
と
す
﹂
で
あ
っ
た

︵
﹁
河
井
弥
八
日
記
﹂
九
月
三
〇
日
条③
︶
︒

と
こ
ろ
が
︑
竹
村
に
つ
い
て
も
問
題
が
生
じ
る
︒
今
度
は
﹃
国
民
新
聞
﹄
に
よ
る
暴
露
で
あ
っ
た
︒
問
題
は
︑
高
知
県
幡
多
郡
宿
毛
町
の
町

長
で
あ
っ
た
祖
父
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
同
紙
に
よ
る
と
︑
祖
父
は
町
長
在
職
中
の
一
九
一
五
年
︑
公
金
横
領
と
公
印
偽
造
の
疑
い
が
か
か
り
︑

追
い
込
ま
れ
て
自
死
し
た
︒
政
友
会
系
の
政
治
家
に
選
挙
費
を
援
助
す
る
た
め
に
負
債
が
あ
っ
た
と
同
紙
は
説
明
し
て
い
る
︒
記
事
の
見
出
し
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は
﹁
一
点
の
濁
り
を
許
さ
ぬ
家
系
に
公
金
費
消
自
殺
の
祖
父
﹂
で
あ
っ
た④
︒

つ
づ
い
て
一
〇
月
二
九
日
に
は
﹃
国
民
新
聞
﹄
﹃
都
新
聞
﹄
が
乳
人
補
充
員
に
つ
い
て
も
非
難
記
事
を
掲
載
し
た
︒
茨
城
県
推
薦
の
こ
の
女

性
は
︑
近
世
後
期
に
金
肥
で
財
を
な
し
た
稲
敷
郡
龍
ケ
崎
町
の
名
望
家
当
主
の
長
女
で
あ
っ
た
︒
当
主
は
︑
地
元
銀
行
の
設
立
発
起
人
で
あ
り
︑

町
会
議
員
を
務
め
る
な
ど
地
域
の
成
功
者
で
あ
る
︒
記
事
は
︑
町
の
産
婆
組
合
長
が
独
断
で
女
性
を
推
薦
し
た
こ
と
︑
お
よ
び
彼
女
の
血
統
を

問
題
視
し
て
い
た
︒
血
統
の
問
題
と
は
︑
女
性
の
高
祖
母
が
﹁
癩
病
﹂
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
ま
で
の
例
で
も
分
か
る
よ

う
に
﹁
癩
病
が
出
た
家
系
だ
﹂
と
い
う
非
難
は
︑
あ
り
が
ち
な
風
評
で
あ
っ
た
︒
﹁
癩
病
﹂
に
対
す
る
根
強
い
偏
見
に
地
域
の
有
力
者
へ
の
妬

み
と
政
争
が
絡
み
︑
乳
人
を
告
発
す
る
動
き
に
つ
な
が
っ
て
い
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
批
判
さ
れ
た
家
は
﹃
国
民
新
聞
﹄
を
相
手
取
り
訴
訟
を

提
起
す
る
意
向
を
示
し
誹
謗
と
戦
う
か
ま
え
で
あ
っ
た⑤
︒

一
連
の
動
き
の
な
か
で
︑
野
に
下
っ
て
い
た
政
友
会
は
︑
一
一
月
一
日
︑
有
志
代
議
士
会
を
開
き
︑
調
査
委
員
を
設
け
る
こ
と
に
決
し
た
︒

政
友
会
に
厳
し
い
発
言
を
す
る
侍
従
長
・
鈴
木
貫
太
郎
へ
の
当
て
つ
け
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た
だ
ろ
う⑥
︒
い
っ
ぽ
う
宮
内
省
は
﹁
家
の
血
統
﹂

よ
り
本
人
の
体
質
を
本
位
と
し
た
と
い
う
﹁
建
前
﹂
を
強
調
し
︑
決
定
は
覆
さ
な
い
方
針
を
と
っ
た⑦
︒
政
友
会
に
も
乳
人
を
政
争
の
道
具
と
す

る
こ
と
へ
の
躊
躇
が
あ
り
︑
こ
れ
以
上
の
糾
弾
は
し
な
か
っ
た
︒

一
九
二
九
年
は
︑
裕
仁
が
満
州
某
重
大
事
件
の
処
理
を
め
ぐ
り
︑
田
中
義
一
首
相
を
叱
責
し
︑
辞
職
に
追
い
込
ん
だ
年
で
あ
る
︒
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
へ
の
社
会
動
向
と
歩
を
合
わ
せ
︑
進
歩
的
な
皇
室
像
を
演
出
し
て
き
た
宮
内
省
幹
部
に
対
し
︑
風
当
た
り
が
強
く
な
っ
て
い
く
︒

第
二
節

三
一
年
選
考
︵
厚
子
誕
生
時
︶

裕
仁
・
良
子
の
第
四
子
︵
厚
子
︑
順
宮
︶
の
誕
生
は
一
九
三
一
年
三
月
七
日
で
あ
る
︒
こ
の
年
の
選
考
か
ら
︑
内
務
省
の
管
理
の
も
と
警
察

が
さ
ら
に
厳
格
な
調
査
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
︒
皇
后
宮
大
夫
・
河
井
は
前
年
一
一
月
七
日
︑
内
務
次
官
潮
恵
之
輔
と
会
い
︑
乳
人
選
考
の
方

法
に
つ
い
て
協
議
し
︑
同
一
七
日
に
書
状
を
も
っ
て
﹁
周
到
な
る
協
力
﹂
を
求
め
た⑧
︒
こ
れ
を
受
け
内
務
省
は
選
考
対
象
と
な
っ
た
府
県
以
外
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の
府
県
に
対
し
︑
調
査
依
頼
が
あ
っ
た
ば
あ
い
︑
﹁
慎
重
ニ
御
精
査
ノ
上
遺
憾
ナ
キ
ヲ
期
﹂
す
よ
う
指
示
し
た
︵
一
一
月
二
四
日
付⑨
︶
︒
兵
庫
︑

高
知
な
ど
対
象
府
県
以
外
の
調
査
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
を
受
け
︑
内
務
省
が
主
導
し
調
査
の
厳
格
化
が
図
ら
れ
た
の
だ
︒

こ
の
年
は
︑
埼
玉
県
の
選
考
状
況
を
み
て
み
る⑩
︒
埼
玉
県
で
は
︑
警
察
と
市
町
村
の
双
方
に
同
時
に
依
頼
を
出
し
︑
出
先
で
協
力
し
な
が
ら

も
そ
れ
ぞ
れ
が
別
々
に
候
補
者
を
報
告
す
る
方
式
を
と
っ
て
い
た
︒
一
九
三
〇
年
一
一
月
二
一
日
に
県
か
ら
の
依
頼
が
な
さ
れ
た
が
︑
締
切
ま

で
に
あ
が
っ
た
候
補
は
北
足
立
郡
芝
村
の
農
業
の
女
性
の
ひ
と
り
だ
け
で
あ
っ
た
︒
浦
和
警
察
署
芝
村
駐
在
所
の
巡
査
か
ら
の
報
告
で
あ
る
︒

県
は
一
二
月
二
七
日
︑
各
警
察
署
に
対
し
︑
管
内
の
産
婆
の
業
務
簿
を
精
査
し
て
︑
再
度
探
す
よ
う
に
指
示
︒
三
人
の
新
た
な
候
補
が
あ
が
っ

た
が
︑
い
ず
れ
も
農
村
部
の
女
性
で
あ
っ
た
︒
同
じ
こ
ろ
︑
こ
れ
と
は
別
に
入
間
郡
所
沢
町
か
ら
︑
陸
軍
飛
行
中
尉
を
夫
に
も
つ
女
性
が
報
告

さ
れ
︑
県
は
こ
れ
に
飛
び
つ
い
た
︒
父
親
が
師
範
学
校
教
諭
と
家
庭
が
堅
く
︑
高
女
卒
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
︒
岐
阜
県
の
出
身
だ
が
︑
夫
の

赴
任
と
と
も
に
所
沢
に
転
居
し
て
い
た
︒

こ
の
年
の
選
考
で
は
︑
前
回
の
失
敗
も
あ
り
︑
遺
伝
的
関
係
に
つ
い
て
︑
伯
叔
父
母
︑
祖
父
母
の
兄
弟
︑
曽
祖
父
母
ま
で
精
査
す
る
こ
と
を

宮
内
省
は
求
め
た
︒
所
沢
の
女
性
の
親
族
に
は
軍
人
が
多
く
︑
親
族
は
広
島
・
長
崎
・
栃
木
・
福
岡
・
大
分
︑
さ
ら
に
は
朝
鮮
半
島
の
慶
尚
南

道
に
散
ら
ば
り
︑
県
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
長
官
に
調
査
を
依
頼
し
た
︒
問
題
と
な
っ
た
の
は
︑
長
崎
県
在
住
の
兄
が
︑
鍼
灸
師
か
ら
カ
リ
エ
ス

と
告
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
結
核
性
で
あ
っ
た
ば
あ
い
採
用
要
件
に
引
っ
掛
か
る
︒
候
補
者
の
女
性
は
辞
退
す
べ
き
か
ど
う
か
県
に

相
談
し
︑
宮
内
省
は
﹁
一
族
ノ
全
部
カ
完
全
ナ
ル
モ
ノ
ハ
容
易
ニ
ナ
﹂
い
旨
を
述
べ
て
︑
辞
退
は
求
め
な
か
っ
た
︒
こ
の
の
ち
︑
こ
の
兄
は
長

崎
の
大
学
病
院
で
診
断
を
受
け
︑
カ
リ
エ
ス
で
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
︒
こ
の
女
性
は
︑
宮
内
省
の
健
康
診
断
ま
で
進
ん
だ
が
︑
最
終
的
に

は
乳
人
に
選
ば
れ
な
か
っ
た
︒

こ
の
年
は
︑
八
府
県
か
ら
計
一
一
人
の
推
薦
が
あ
っ
た
︒
選
ば
れ
た
の
は
︑
と
も
に
東
京
府
が
推
薦
し
た
森
岡
節
子
︵
二
八
歳
︑
中
野
町
︶
と

北
野
貞
︵
三
〇
歳
︑
千
駄
ヶ
谷
町
︶
で
あ
る
︵
一
九
三
一
年
二
月
二
五
日
発
表
︶
︒
と
も
に
軍
人
の
妻
で
あ
る
︒
森
岡
は
︑
亡
く
な
っ
た
父
も
陸
軍
大

佐
で
あ
っ
た
︒
北
野
は
滋
賀
県
出
身
で
︑
夫
は
敗
戦
時
︑
中
将
︵
陸
軍
士
官
学
校
長
︶
の
北
野
憲
造
で
あ
る
︒
所
沢
町
の
女
性
を
含
め
︑
軍
人
妻
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が
候
補
に
な
る
こ
と
が
目
立
っ
て
き
た
︒
乳
人
は
︑
家
庭
生
活
を
犠
牲
に
す
る
仕
事
で
︑
夫
が
軍
務
に
就
い
て
い
れ
ば
︑
奉
仕
を
拒
否
さ
れ
る

こ
と
も
不
平
不
満
も
少
な
く
︑
親
族
に
﹁
不
穏
ナ
ル
思
想
﹂
を
も
つ
者
が
い
る
可
能
性
は
減
ず
る
だ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
問
題
が
起
き
た
︒
北
野
の
滋
賀
県
の
実
家
を
批
判
す
る
投
書
が
き
て
し
ま
う⑪
︒
親
族
に
か
つ
て
罪
を
犯

し
た
者
が
い
る
こ
と
を
追
及
す
る
内
容
で
あ
っ
た
︒
調
べ
る
と
︑
賭
博
に
関
わ
っ
た
者
と
度
量
衡
法
に
違
反
し
た
者
が
お
り
︑
調
査
で
は
見
落

と
さ
れ
て
い
た
︒
最
終
的
に
﹁
常
習
的
ノ
モ
ノ
ニ
非
ス
﹂
な
ど
の
理
由
で
不
問
と
さ
れ
た
が
︑
公
表
し
て
乳
人
を
更
迭
す
れ
ば
︑
調
査
の
不
備

を
認
め
る
こ
と
な
り
︑
当
局
の
保
身
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒

こ
の
年
に
関
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
東
京
府
の
二
人
が
選
ば
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
補
充
員
も
東
京
と
神
奈
川
の
二
人
で
あ
っ
た
︒
都
市
部

重
視
の
方
針
は
皇
后
宮
大
夫
・
河
井
の
意
向
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
都
市
新
中
間
層
が
政
治
と
直
接
的
な
つ
な
が
り
を
も
た
な
い
こ
と
が

好
ま
れ
た
よ
う
だ
︒

第
三
節

三
三
年
選
考
︵
明
仁
誕
生
時
︶

一
九
三
三
年
一
二
月
二
三
日
の
皇
太
子
明
仁
︵
継
宮
︶
誕
生
時
︑
乳
人
候
補
と
し
て
府
県
か
ら
推
薦
さ
れ
た
の
は
計
一
一
人
だ
っ
た
︒
皇
后

宮
大
夫
は
前
年
︑
河
井
か
ら
広
幡
忠
隆
に
交
代
し
て
い
る
︒
乳
人
に
選
ば
れ
た
の
は
︑
埼
玉
県
北
葛
飾
郡
幸
手
町
の
野
口
善
子
︵
二
一
歳
︶
︑
茨

城
県
久
慈
郡
太
田
町
の
進
藤
は
な
︵
二
三
歳
︶
で
あ
る
︵
一
二
月
一
一
日
発
表⑫
︶
︒
野
口
は
︑
久
喜
高
女
︑
山
脇
高
女
専
攻
科
を
卒
業
し
︑
呉
服
商

に
嫁
い
だ
女
性
で
あ
る
︒
進
藤
は
兵
庫
県
の
出
身
で
︑
高
等
小
学
校
︑
女
子
技
芸
塾
に
通
っ
た
の
ち
に
結
婚
︒
夫
が
茨
城
県
教
員
と
な
っ
た
た

め
太
田
町
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
︒

二
人
は
︑
明
仁
誕
生
後
︑
順
調
に
勤
務
し
て
い
た
が
︑
ま
た
も
や
問
題
が
起
き
る
︒
そ
れ
も
︑
宮
内
大
臣
の
辞
意
表
明
に
い
た
る
︑
こ
れ
ま

で
で
最
大
の
問
題
と
な
る
︒
進
藤
に
つ
い
て
出
身
地
︵
兵
庫
県
︶
の
軍
医
が
︑
血
統
に
﹁
忌
む
べ
き
遺
伝
症
﹂
が
あ
る
と
い
い
だ
し
︑
現
地
師

団
の
副
官
が
上
京
し
て
陸
軍
大
臣
に
事
情
を
具
申
す
る
と
い
う
行
動
に
出
た
の
で
あ
る
︒
内
大
臣
の
牧
野
伸
顕
は
﹁
本
件
に
付
て
は
此
迄
も
繰
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返
へ
さ
れ
た
る
事
な
る
が
︑
地
方
的
感
情
︑
嫉
妬
等
の
動
機
に
起
因
し
た
る
疑
あ
り
︑
目
下
極
力
調
査
中
﹂
と
記
す
︵
﹁
牧
野
伸
顕
日
記
﹂
一
九

三
四
年
二
月
一
三
日
条⑬
︶
︒
冷
静
に
対
応
す
る
姿
勢
が
み
ら
れ
る
が
︑
事
態
は
三
月
に
入
り
急
変
す
る
︒
皇
后
宮
大
夫
の
広
幡
と
﹁
黒
金
﹂
事
務

官⑭
が
︑
宮
内
大
臣
湯
浅
倉
平
に
進
退
伺
を
提
出
︑
湯
浅
自
身
も
辞
意
を
表
明
す
る
︵
同
︑
三
月
一
二
日
条⑮
︶
︒
牧
野
は
三
月
一
三
日
︑
天
皇
裕
仁

に
拝
謁
し
︑
﹁
乳
人
の
人
選
に
就
て
は
︑
之
が
直
接
に
選
定
に
当
る
の
は
地
方
官
で
あ
り
ま
す
る
の
み
な
ら
ず
︑
乳
人
本
人
が
果
し
て
狂
人
と

云
ふ
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
﹂
︵
﹁
木
戸
幸
一
日
記
﹂
同
日
条
︶
と
述
べ
︑
湯
浅
の
辞
任
に
反
対
し
た⑯
︒

裕
仁
も
﹁
乳
に
は
遺
伝
の
伴
ふ
も
の
に
非
ず
︑
殊
に
根
本
の
血
統
云
々
の
事
も
的
確
の
事
実
も
不
明
の
事
な
れ
ば
︑
道
理
を
以
て
押
し
通
ほ

す
べ
き
も
の
と
思
考
︑
種
々
周
囲
の
事
情
の
為
め
下
げ
る
を
適
当
と
す
る
評
議
な
れ
ば
止
む
を
得
ざ
る
べ
し
︑
然
り
乍
ら
問
題
に
付
て
は
責
任

を
云
々
す
る
は
当
ら
ず
﹂
︵
﹁
牧
野
伸
顕
日
記
﹂
三
月
一
三
日
条
︶
と
宮
内
大
臣
に
責
任
な
き
こ
と
に
つ
い
て
牧
野
に
同
意
し
た⑰
︒
裕
仁
は
︑
遺
伝

病
が
あ
っ
た
と
し
て
も
授
乳
を
通
じ
て
影
響
し
な
い
し
︑
事
実
も
不
明
な
の
で
︑
筋
を
通
し
て
乳
人
を
使
用
し
つ
づ
け
て
よ
い
と
考
え
た
の
で

あ
る
︒
裕
仁
は
し
か
し
︑
事
情
に
鑑
み
︑
当
該
乳
人
を
﹁
下
げ
る
﹂
と
い
う
判
断
が
く
だ
さ
れ
る
な
ら
や
む
を
得
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
︒

﹁
乳
人
同
補
充
員
命
免
調
﹂
に
は
︑
進
藤
が
一
九
三
四
年
三
月
以
降
に
﹁
転
地
﹂
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る⑱
︒
免
ぜ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
︑

事
実
上
の
更
迭
で
あ
る
︒

こ
の
あ
と
の
乳
人
補
充
は
異
例
の
経
過
を
た
ど
る
︒
こ
の
年
に
は
補
充
員
が
二
人
お
り
︵
東
京
と
埼
玉
︶
︑
通
常
な
ら
ば
ど
ち
ら
か
が
﹁
昇

格
﹂
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
︒
東
京
都
公
文
書
館
の
文
書
を
み
る
と
︑
一
九
三
四
年
三
月
︑
補
充
員
に
対
し
︑
追
加
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る⑲
︒

し
か
し
︑
二
人
の
補
充
員
に
新
た
な
問
題
が
み
つ
か
り
︑
ど
ち
ら
も
乳
人
に
は
な
ら
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
︑
宮
内
省
は
三
月
中
旬
ご
ろ
︑
岐

阜
・
静
岡
・
愛
知
・
滋
賀
・
京
都
の
五
府
県
に
対
し
︑
新
た
に
乳
人
候
補
を
推
薦
す
る
よ
う
に
求
め
た
︵
の
ち
︑
東
京
・
茨
城
に
追
加
依
頼
︶
︒
明

仁
の
乳
人
に
つ
い
て
第
二
回
の
選
考
で
あ
る
︒
そ
の
結
果
︑
計
六
人
の
候
補
が
集
ま
っ
た
︒
健
康
診
断
な
ど
を
経
て
︑
岐
阜
県
推
薦
の
二
人
が

新
た
に
乳
人
補
充
員
に
任
命
さ
れ
た
︵
五
月
一
日
決
定
︶
︒

こ
の
う
ち
︑
揖
斐
郡
八
幡
村
の
竹
中
敏
子
︵
二
〇
歳
︶
が
五
月
八
日
か
ら
実
質
的
に
乳
人
と
同
じ
勤
務
を
始
め
る
︒
竹
中
は
退
任
一
カ
月
前
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の
一
一
月
一
二
日
に
乳
人
に
正
式
に
﹁
昇
格
﹂
し
︑
そ
の
と
き
初
め
て
新
聞
に
名
前
が
発
表
さ
れ
た
︒
だ
が
竹
中
が
乳
人
と
な
る
ま
で
の
複
雑

な
事
情
は
公
表
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
厳
密
な
身
元
調
査
と
健
康
診
断
を
経
て
採
用
さ
れ
た
乳
人
が
不
具
合
と
な
り
︑
補
充
員
に
よ
る
補

塡
も
で
き
な
い
の
は
由
々
し
き
事
態
に
違
い
な
い
︒
そ
う
し
た
事
情
は
隠
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
年
︑
軍
部
に
よ
る
﹁
君
側
の
奸
﹂
攻
撃
の
材
料
と
し
て
乳
人
選
び
が
標
的
に
な
っ
た
︒
こ
れ
を
封
じ
る
手
段
は
よ
り
徹
底
し
た
調
査
以

外
に
な
く
︑
以
後
の
選
考
で
は
実
際
に
さ
ら
な
る
厳
格
な
調
査
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒

①

以
下
︑
こ
の
段
落
は
︑
前
掲
﹁
皇
后
陛
下
御
慶
事
御
乳
人
選
定
書
類
﹂
冊
の
28

︵
昭
和
四
年
︶
を
利
用
し
た
︒

②

河
井
弥
八
﹃
昭
和
初
期
の
天
皇
と
宮
中
﹄
三
巻
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
九
三
年
︑

一
六
五
頁
︒
﹁
倉
富
勇
三
郎
日
記
﹂
︵
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
︶
一
九
二
九

年
九
月
二
四
日
条
も
︑
投
書
が
届
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
︒

③

前
掲
﹃
昭
和
初
期
の
天
皇
と
宮
中
﹄
三
巻
︑
一
六
九
頁
︒

④

﹃
国
民
新
聞
﹄
一
九
二
九
年
一
〇
月
一
八
日
︒

⑤

前
掲
﹃
昭
和
初
期
の
天
皇
と
宮
中
﹄
三
巻
︑
一
九
二
頁
︒

⑥

鈴
木
は
当
時
の
官
吏
減
俸
問
題
で
︑
政
友
会
に
皮
肉
を
込
め
た
発
言
を
し
て
い

た
︵
﹃
大
阪
朝
日
新
聞
﹄
一
九
二
九
年
一
〇
月
二
四
日
夕
刊
︶
︒
し
か
し
︑
発
言
の

責
任
を
直
接
問
い
が
た
い
の
で
︑
﹁
乳
人
問
題
﹂
で
宮
内
省
の
責
任
を
問
お
う
と

し
て
い
る
と
の
見
方
も
あ
っ
た
︒
前
掲
﹃
昭
和
初
期
の
天
皇
と
宮
中
﹄
三
巻
︑
一

九
一

二
頁
︒

⑦

﹃
国
民
新
聞
﹄
﹃
時
事
新
報
﹄
一
九
二
九
年
一
一
月
二
日
︒

⑧

前
掲
﹃
昭
和
初
期
の
天
皇
と
宮
中
﹄
四
巻
︑
一
八
三
︑
一
九
一
頁
︒

⑨

﹁
乳
人
候
補
者
選
定
に
関
す
る
件
﹂
国
立
公
文
書
館
︵
請
求
番
号
平
 
警
察

00272100
︶
︒

⑩

以
下
の
二
段
落
は
﹁
皇
子
殿
下
ノ
乳
人
候
補
者
森
岡
節
子
北
野
貞
子
推
薦
ノ

件
﹂
︵
昭
和
六
年
︶
埼
玉
県
立
文
書
館
︵
文
書
番
号
昭
2426-1
︶
お
よ
び
︑
前
掲

﹁
乳
人
候
補
者
選
定
に
関
す
る
件
﹂
を
利
用
し
た
︒

⑪

以
下
︑
こ
の
段
落
は
︑
﹁
順
宮
厚
子
内
親
王
殿
下
乳
人
調
書
﹂
︵
昭
和
六
年
︶
東

京
都
公
文
書
館
︵
請
求
番
号
327.
E
6.
29
︶
を
利
用
し
た
︒

⑫

﹁
皇
太
子
殿
下
御
誕
生
乳
人
関
係
書
類
﹂
冊
の
10
︵
昭
和
八
年
︶
東
京
都
公
文

書
館
︵
請
求
番
号
316.
C
1.
02
︶
︒

⑬

伊
藤
隆
・
広
瀬
順
晧
編
﹃
牧
野
伸
顕
日
記
﹄
︑
中
央
公
論
社
︑
一
九
九
〇
年
︑

五
六
二
頁
︒

⑭

皇
后
宮
職
に
は
﹁
黒
金
﹂
事
務
官
は
お
ら
ず
︑
大
金
益
次
郎
・
皇
后
宮
職
庶
務

課
長
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
︒
皇
后
宮
職
内
廷
課
長
が
黒
田
長
敬
な
の
で
混
同
し

た
の
だ
ろ
う
か
︒

⑮

前
掲
﹃
牧
野
伸
顕
日
記
﹄
五
六
八
頁
︒

⑯

木
戸
日
記
研
究
会
校
訂
﹃
木
戸
幸
一
日
記
﹄
上
巻
︑
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九

六
六
年
︑
三
一
三
頁
︒

⑰

前
掲
﹃
牧
野
伸
顕
日
記
﹄
五
六
九
頁
︒
裕
仁
の
言
葉
を
︑
牧
野
の
秘
書
官
︑
木

戸
幸
一
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
録
し
て
い
る
︒
﹁
学
術
的
に
見
て
何
等
根
拠
な
き
は

自
分
も
多
年
生
物
学
を
研
究
し
て
居
る
が
︑
斯
如
き
こ
と
に
て
進
退
問
題
を
惹
起

す
が
如
き
は
面
白
か
ら
ず
﹂
︵
前
掲
﹃
木
戸
幸
一
日
記
﹄
上
巻
︑
三
一
四
頁
︶
︒

⑱

前
掲
﹁
乳
人
同
補
充
員
命
免
調
﹂
︒

⑲

以
下
︑
こ
の
段
落
は
︑
前
掲
﹁
皇
太
子
殿
下
御
誕
生
乳
人
関
係
書
類
﹂
冊
10
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︵
昭
和
八
年
︶
を
利
用
し
た
︒

第
四
章

乳
人
の
変
容
と
そ
の
後

前
章
で
は
︑
乳
人
を
め
ぐ
り
問
題
が
相
次
ぐ
さ
ま
を
み
て
き
た
︒
そ
の
結
果
︑
軍
人
・
公
務
員
を
中
心
と
す
る
俸
給
労
働
者
の
妻
が
乳
人
に

な
る
例
が
多
く
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
こ
の
章
で
は
︑
選
考
の
さ
ら
な
る
厳
格
化
︑
婦
徳
の
顕
彰
と
い
う
乳
人
の
変
容
︑
そ
し
て
そ
の
後

の
乳
人
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
︒

第
一
節

三
五
年
選
考
︵
正
仁
誕
生
時
︶
と
三
九
年
選
考
︵
貴
子
誕
生
時
︶

前
々
章
︑
前
章
で
一
九
三
三
年
選
考
ま
で
検
討
し
た
の
で
︑
正
仁
︵
義
宮
︶
誕
生
︵
一
一
月
二
八
日
︶
に
伴
う
三
五
年
選
考
︑
貴
子
︵
清
宮
︶

誕
生
︵
三
月
二
日
︶
に
伴
う
三
九
年
選
考
の
二
回
に
つ
い
て
︑
と
く
に
選
考
の
厳
格
化
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
︒

す
で
に
一
九
三
三
年
選
考
で
は
︑
候
補
者
の
系
図
を
添
付
す
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て
い
た
が
︑
三
五
年
選
考
で
は
系
図
の
記
入
例
が
﹁
雛

形
﹂
と
し
て
提
示
さ
れ
︑
思
想
関
係
・
遺
伝
的
疾
病
を
書
き
込
む
よ
う
指
示
さ
れ
た①
︒
甘
く
な
り
が
ち
で
あ
る
祖
父
母
の
兄
弟
︑
曽
祖
父
母
の

調
査
を
徹
底
す
る
意
図
か
ら
で
あ
る
︒

一
九
三
五
年
︑
東
京
府
は
区
市
町
村
か
ら
あ
が
っ
た
一
六
人
を
調
査
対
象
と
し
た
︒
こ
れ
ま
で
に
比
べ
る
と
対
象
人
数
が
大
幅
に
減
っ
て
い

る
︒
調
査
の
厳
格
化
に
伴
い
︑
ひ
と
り
当
た
り
に
か
け
る
調
査
の
労
力
が
増
し
た
た
め
︑
調
査
に
値
す
る
人
物
だ
け
を
推
薦
す
る
よ
う
求
め
た

た
め
と
考
え
ら
れ
る
︒
中
野
区
か
ら
は
こ
の
時
期
と
し
て
は
珍
し
く
農
業
の
女
性
が
あ
が
っ
て
き
た
︒
東
京
府
の
報
告
は
﹁
本
人
ハ
農
家
ニ
生

育
シ
農
家
ニ
嫁
ギ
︹
略
︺
一
見
素
朴
ナ
ル
農
婦
ニ
シ
テ
︑
過
去
及
現
在
ノ
境
遇
並
素
養
等
ヨ
リ
推
断
ス
ル
ニ
乳
人
ト
シ
テ
御
奉
公
ヲ
ナ
シ
得
ル

ヤ
疑
問
﹂
と
評
価
し
た
︒
農
家
で
育
っ
た
こ
と
や
︑
小
学
校
卒
業
後
︑
裁
縫
学
校
に
し
か
行
っ
て
い
な
い
こ
と
が
︑
適
格
性
に
欠
け
る
と
判
断

さ
れ
た
の
で
あ
る②
︒
ま
た
︑
向
島
区
か
ら
あ
が
っ
て
き
た
白
米
商
の
女
性
に
つ
い
て
︑
東
京
府
の
調
査
は
﹁
東
京
市
ト
シ
テ
ハ
低
湿
地
タ
ル
向
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島
ニ
居
住
ス
ル
モ
堅
実
ナ
ル
中
商
︵
白
米
︶
ノ
家
庭
ニ
ア
リ
﹂
と
評
価
し
た③
︒
下
町
に
住
む
こ
と
が
評
価
を
下
げ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

つ
づ
い
て
神
奈
川
県
の
選
考
を
み
る④
︒
同
県
は
八
月
二
六
日
︑
各
警
察
署
長
宛
て
に
乳
人
候
補
を
報
告
す
る
よ
う
に
求
め
た
︒
そ
の
結
果
︑

浦
賀
・
伊
勢
佐
木
・
葉
山
・
鶴
見
の
四
警
察
署
か
ら
計
五
人
が
推
薦
さ
れ
た
︒
県
が
選
ん
だ
候
補
は
︑
三
浦
郡
浦
賀
町
の
前
田
聡
子
︵
二
七
歳
︶

で
あ
る
︒
和
歌
山
高
女
を
卒
業
し
た
女
性
で
︑
実
父
︵
故
人
︶
は
裁
判
所
書
記
を
務
め
た
官
吏
で
あ
っ
た
︒
兄
が
海
軍
勤
務
に
な
っ
た
関
係
か

ら
︑
一
家
で
浦
賀
に
移
住
し
︑
兄
の
友
人
の
海
軍
軍
人
と
結
婚
し
三
人
の
子
供
を
も
う
け
て
い
た
︒
こ
の
過
程
で
︑
前
田
は
︑
夫
の
親
族
を
含

め
一
族
郎
党
が
徹
底
的
に
調
査
さ
れ
た
︒
県
レ
ベ
ル
の
調
査
に
は
一
カ
月
が
費
や
さ
れ
︑
こ
れ
ま
で
よ
り
厳
密
さ
は
格
段
に
増
し
た
︒
神
奈
川

県
警
察
部
の
調
査
依
頼
は
︑
和
歌
山
・
大
阪
・
京
都
・
兵
庫
・
東
京
・
滋
賀
・
三
重
に
お
よ
ん
だ
︒
宮
内
省
の
指
示
で
重
要
な
こ
と
は
︑
祖
父

母
の
兄
弟
︑
曽
祖
父
母
を
含
め
た
遺
伝
的
疾
病
の
調
査
で
あ
っ
た
︒
だ
が
︑
祖
父
母
の
兄
弟
と
も
な
る
と
︑
居
所
の
把
握
も
困
難
で
あ
っ
た
︒

た
と
え
ば
︑
前
田
の
祖
母
の
弟
は
神
戸
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
が
調
査
の
な
か
で
よ
う
や
く
判
明
し
︑
兵
庫
県
に
調
査
を
依
頼
︑
死
因
が
癌
で
あ

る
こ
と
を
把
握
す
る
︒

前
田
に
つ
い
て
も
っ
と
も
問
題
に
な
っ
た
の
は
︑
こ
の
一
二
年
前
に
若
く
し
て
肺
結
核
の
疑
い
で
亡
く
な
っ
た
本
人
の
姉
で
あ
っ
た
︒
当
時

の
担
当
医
師
は
記
憶
し
て
お
ら
ず
︑
近
所
の
聞
き
込
み
や
﹁
火
葬
認
許
証
﹂
の
調
査
ま
で
行
わ
れ
た
が
︑
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
分
か
ら
な
か

っ
た
︒
神
奈
川
県
は
︑
完
全
な
候
補
で
は
な
い
が
比
較
的
要
件
に
近
い
﹁
参
考
候
補
者
﹂
と
し
て
前
田
を
推
薦
し
た
︒

他
府
県
の
調
査
を
み
て
も
︑
徹
底
的
に
調
べ
る
姿
勢
は
共
通
し
て
い
る
︒
亡
く
な
っ
た
者
は
埋
葬
さ
れ
た
寺
院
︑
戒
名
ま
で
調
べ
ら
れ
た
︒

添
付
さ
れ
た
系
図
に
一
〇
〇
人
を
超
す
親
族
が
掲
載
さ
れ
る
例
も
少
な
く
な
い⑤
︒

こ
う
し
た
厳
選
の
結
果
︑
各
府
県
か
ら
推
薦
さ
れ
た
の
は
計
一
四
人
で
あ
り
︑
長
野
県
北
安
曇
郡
大
町
の
福
島
治
︵
二
二
歳
︶
︑
群
馬
県
高
崎

市
の
狩
野
の
ぶ
︵
三
〇
歳
︶
が
選
ば
れ
た
︵
一
一
月
二
六
日
発
表
︶
︒
福
島
は
長
野
県
出
身
で
あ
る
が
農
林
省
技
手
と
結
婚
し
︑
東
京
府
に
在
住
す

る
女
性
で
あ
る
︒
里
帰
り
で
出
産
し
た
と
こ
ろ
を
地
元
か
ら
推
薦
さ
れ
た
︒
狩
野
も
︑
も
と
も
と
は
千
葉
県
出
身
で
︑
陸
軍
少
佐
の
夫
が
高
崎

連
隊
区
司
令
部
勤
務
の
た
め
群
馬
県
か
ら
推
薦
さ
れ
た
︒
神
奈
川
県
推
薦
の
前
田
は
︑
補
充
員
四
人
の
ひ
と
り
と
な
っ
た
︒
た
だ
︑
正
仁
誕
生
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の
二
カ
月
後
︑
狩
野
が
﹁
故
障
﹂
し
︑
前
田
が
乳
人
に
﹁
昇
格
﹂
し
た
︵
一
九
三
六
年
一
月
︶
︒
こ
の
年
も
︑
福
島
・
狩
野
・
前
田
の
い
ず
れ
も

が
官
僚
の
妻
で
あ
る
︒

最
後
の
一
九
三
九
年
選
考
は
各
府
県
文
書
が
残
っ
て
い
な
い
︒
前
述
し
た
と
お
り
二
五
府
県
が
対
象
と
な
る
最
大
の
調
査
と
な
っ
た
︒
各
府

県
か
ら
宮
内
省
に
推
薦
さ
れ
た
候
補
は
計
一
九
人
で
︑
選
ば
れ
た
の
は
福
島
県
耶
麻
郡
喜
多
方
町
の
矢
部
経
子
︵
二
五
歳
︶
と
新
潟
県
三
島
郡

関
原
町
の
松
本
夫
佐
︵
二
五
歳
︶
で
あ
っ
た
︵
二
月
二
日
発
表
︶
︒
矢
部
の
婚
家
は
喜
多
方
の
大
き
な
呉
服
商
で
︑
実
家
も
福
島
市
の
旧
家
で
あ

る
︒
松
本
の
夫
は
地
域
の
開
業
医
︒
夫
の
父
母
も
と
も
に
医
師
で
︑
地
域
医
療
に
貢
献
し
た
町
の
有
力
者
で
あ
っ
た
︒
矢
部
と
松
本
は
︑
地
域

の
名
望
家
層
か
ら
の
選
出
と
い
え
る
︒

地
方
に
乳
人
が
シ
フ
ト
す
る
の
は
︑
責
任
者
が
広
幡
に
交
代
し
た
こ
と
に
伴
う
結
果
で
あ
ろ
う
︒
皇
后
宮
大
夫
の
交
代
以
降
︑
東
京
か
ら
は

乳
人
が
選
ば
れ
な
く
な
り
︑
西
日
本
に
対
象
が
広
が
っ
て
い
く
︒
緊
急
の
ば
あ
い
を
考
慮
し
て
最
低
ひ
と
り
は
東
京
か
ら
選
ば
れ
て
い
た
こ
と

か
ら
の
変
化
で
あ
る⑥
︒
広
幡
は
地
方
に
選
考
を
広
げ
る
方
針
を
と
っ
た
︒
そ
う
す
る
と
︑
地
域
の
有
力
者
の
一
族
が
選
ば
れ
や
す
く
な
る
︒
た

と
え
ば
︑
一
九
三
三
年
選
考
で
選
ば
れ
た
竹
中
敏
子
の
生
家
は
江
戸
時
代
に
村
の
総
名
主
を
務
め
た
旧
家
で
︑
養
父
は
岐
阜
県
会
議
員
で
あ
っ

た
︒

第
二
節

乳

人

の

顕

彰

そ
の
よ
う
な
な
か
で
︑
皇
族
へ
の
授
乳
自
体
よ
り
も
︑
婦
徳
の
顕
彰
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
︒
子
供
が
健
康
優
良
児
で
あ
る
こ

と
︑
本
人
は
病
気
を
知
ら
な
い
身
体
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
新
聞
に
報
じ
ら
れ
る
︒
乳
人
の
誕
生
が
﹁
地
域
の
誉
れ
﹂
と
し
て
扱
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
︒

一
九
三
九
年
選
考
で
乳
人
と
な
っ
た
松
本
夫
佐
は
︑
五
歳
の
と
き
麻
疹
で
発
熱
し
て
以
降
︑
病
気
ら
し
い
病
気
に
か
か
ら
な
い
こ
と
︑
高
女

時
代
は
無
欠
席
で
あ
っ
た
こ
と
︑
体
格
が
よ
い
こ
と
︑
運
動
が
得
意
な
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
︒
松
本
は
三
五
年
に
結
婚
し
︑
医
師
で
あ
る
夫
を
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支
え
な
が
ら
二
人
の
子
供
を
育
て
て
い
た
︒
そ
の
松
本
を
﹃
新
潟
毎
日
新
聞
﹄
は
﹁
興
亜
日
本
の
第
二
国
民
を
育
て
上
げ
る
べ
き
典
型
的
理
想

の
母
性
﹂
と
称
え
た⑦
︒
さ
ら
に
﹃
新
潟
新
聞
﹄
は
﹁
夫
に
従
順
に
し
て
思
想
的
動
向
更
に
な
く
︑
専
ら
家
事
に
務
め
︑
極
め
て
真
面
目
に
し
て

素
行
善
良
と
し
て
他
の
模
範
に
足
る
女
性
﹂
と
良
妻
ぶ
り
に
焦
点
を
当
て
た⑧
︒

松
本
は
一
九
三
九
年
二
月
五
日
に
上
京
す
る
︒
出
発
の
二
日
前
︑
地
元
小
学
校
で
町
長
ら
が
出
席
す
る
壮
行
会
が
開
か
れ
︑
出
発
の
模
様
は

ニ
ュ
ー
ス
映
画
の
映
像
と
な
っ
た⑨
︒
一
年
後
︑
奉
仕
を
終
え
た
と
き
の
出
迎
え
は
さ
ら
に
盛
大
で
︑
越
後
関
原
駅
に
は
地
元
小
学
校
児
童
︑
婦

人
団
体
会
員
ら
多
数
が
出
迎
え
︑
町
は
﹁
凱
旋
勇
士
を
迎
へ
る
や
う
な
喜
び
﹂
に
包
ま
れ
た
と
い
う
︒
町
長
を
先
頭
に
自
動
車
で
隊
列
を
な
し

て
︑
村
の
鎮
守
に
帰
郷
奉
告
を
な
し
た⑩
︒
初
期
の
乳
人
は
東
京
や
そ
の
近
郊
出
身
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑
出
発
と
帰
還
が
大
々
的
に
祝
わ
れ
る

こ
と
は
少
な
か
っ
た
が
︑
地
方
で
は
大
規
模
な
送
迎
が
一
般
的
と
な
っ
た
︒

記
念
碑
が
建
造
さ
れ
た
乳
人
も
い
る
︒
一
九
三
三
年
選
考
︵
第
二
回
︶
の
竹
中
敏
子
で
あ
る
︒
竹
中
の
地
元
︑
岐
阜
県
八
幡
村
︵
現
池
田
町
︶

の
八
幡
小
学
校
に
は
﹁
皇
太
子
殿
下
御
乳
人
奉
仕
記
念
﹂
の
石
碑
が
立
つ
︒
八
幡
村
婦
人
会
が
︑
﹁
会
員
中
ヨ
リ
一
家
四
代
ニ
渡
ル
斯
ノ
如
キ

名
誉
ア
ル
奉
仕
者
ヲ
出
セ
ル
ハ
本
会
無
上
の
栄
誉
﹂
と
し
て
三
五
年
五
月
に
建
立
し
た⑪
︒
村
社
で
あ
る
八
幡
神
社
に
も
植
樹
を
記
念
し
た
石
碑

が
残
る
︒
後
期
の
乳
人
は
﹁
郷
土
の
誉
れ
﹂
と
し
て
地
域
で
顕
彰
さ
れ
る
対
象
と
な
っ
て
い
く
︒

乳
人
の
変
容
の
背
景
に
は
︑
一
九
三
〇
年
代
以
降
︑
国
家
が
よ
り
積
極
的
に
﹁
母
﹂
と
い
う
役
割
を
通
じ
て
国
民
統
合
を
目
指
し
た
こ
と
と

関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
古
久
保
さ
く
ら
は
︑
三
一
年
結
成
の
大
日
本
連
合
婦
人
会
の
運
動
を
通
じ
︑
全
国
的
な
規
模
で
﹁
母
﹂
役
割
の
重
要
性

が
強
調
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
そ
の
背
景
と
し
て
︑
古
久
保
は
﹁
家
制
度
﹂
の
三
つ
の
危
機
︑
す
な
わ
ち
︑
︵
一
︶
一
家
離
散
や
娘
の
身

売
り
に
み
ら
れ
る
経
済
状
況
に
起
因
す
る
家
の
形
態
的
解
体
︑
︵
二
︶
マ
ル
ク
ス
主
義
の
全
盛
に
伴
う
青
年
層
の
﹁
思
想
悪
化
﹂
に
よ
る
家
権

威
の
軽
視
︑
︵
三
︶
恋
愛
希
求
の
高
ま
り
に
よ
る
結
婚
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
家
の
弱
体
化

を
あ
げ
て
い
る⑫
︒

乳
人
の
変
容
に
伴
い
︑
地
域
社
会
の
過
剰
な
反
応
も
目
立
つ
よ
う
に
な
る
︒
一
九
三
五
年
選
考
の
狩
野
の
ぶ
は
︑
適
当
な
世
話
婦
が
い
な
か

っ
た
た
め
︑
群
馬
県
は
高
崎
市
内
で
一
︑
二
の
名
家
で
あ
る
醸
造
業
の
飯
島
家
の
長
女
︵
一
八
歳
︶
を
世
話
婦
と
し
た
︒
世
話
婦
の
身
元
は
問
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わ
れ
て
い
な
い
の
で
︑
過
剰
な
対
応
に
も
み
え
る
が
︑
世
話
婦
ま
で
が
﹁
光
栄
﹂
な
職
務
と
な
っ
た
の
で
あ
る⑬
︒

一
九
三
三
年
選
考
の
進
藤
は
な
の
茨
城
県
太
田
町
の
自
宅
周
辺
で
は
︑
乳
人
奉
仕
開
始
の
一
週
間
前
に
赤
痢
が
集
団
発
生
し
た
︒
茨
城
県
で

は
︑
自
宅
の
﹁
徹
底
的
消
毒
﹂
を
な
す
と
と
も
に
︑
検
便
そ
の
他
の
検
査
を
行
い
︑
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
︒
さ
ら
に
﹁
一
刻
も
早
く

危
険
区
域
を
脱
す
る
﹂
た
め
に
︑
水
戸
市
に
家
屋
を
用
意
し
︑
家
族
す
べ
て
を
移
動
さ
せ
た⑭
︒
感
染
の
危
険
が
な
い
と
結
論
付
け
ら
れ
た
の
に
︑

﹁
万
が
一
﹂
の
た
め
に
転
居
し
た
の
で
あ
る
︒

乳
人
は
も
と
も
と
天
皇
家
の
子
供
に
授
乳
で
き
る
女
性
を
探
す
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
目
的
か
ら
は
東
京
近
郊
で
探
し
た
ほ
う
が
都
合
が
よ
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
後
期
の
乳
人
は
︑
母
性
の
顕
彰
を
通
じ
た
国
民
統
合
と
い
う
別
の
目
的
を
併
せ
も
つ
よ
う
に
な
り
対
象
が
地

理
的
に
広
が
っ
て
い
く
︒第

三
節

そ
の
後
の
乳
人

新
潟
県
の
松
本
夫
佐
が
︑
地
元
に
帰
還
し
た
と
き
︑
つ
ぎ
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
発
し
た
︒
﹁
︹
清
宮
︺
殿
下
に
は
益
々
御
健
か
に
見
事
な
御

発
育
振
り
で
誠
に
有
難
い
御
事
と
存
じ
あ
げ
て
を
り
ま
す
︑
そ
の
他
宮
中
の
御
模
様
は
恐
懼
の
至
り
で
御
座
い
ま
す
の
で
申
し
上
げ
る
こ
と
は

差
控
へ
度
い
と
思
ひ
ま
す⑮
﹂
︒
こ
れ
は
内
務
省
が
事
前
に
指
示
し
た
と
お
り
の
談
話
で
あ
る⑯
︒
乳
人
は
宮
中
の
体
験
を
語
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ

て
い
た
︒

そ
の
な
か
で
異
質
で
あ
っ
た
の
は
︑
一
九
二
九
年
選
考
の
奥
野
智
恵
子
で
あ
る
︒
夫
が
大
学
講
師
と
い
う
文
化
人
で
あ
り
︑
本
人
も
乳
人
奉

仕
中
︑
紫
式
部
日
記
を
読
む
教
養
人
で
あ
っ
た⑰
︒
奥
野
は
三
六
年
︑
膵
臓
の
病
気
の
た
め
三
〇
歳
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
が
︑
奉
仕
中
つ
け
て

い
た
日
記
の
一
部
は
六
三
年
に
な
り
︑
長
男
に
よ
っ
て
公
開
さ
れ
る
︵
光
文
社
の
女
性
月
刊
誌
﹃
二
人
自
身
﹄
︶
︒
全
体
の
半
分
が
雑
誌
の
二
〇
頁

に
わ
た
り
掲
載
さ
れ
︑
奉
仕
中
の
心
の
動
き
が
分
か
る
︒
奥
野
は
長
女
︵
三
歳
︶
と
︑
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
長
男
︵
四
カ
月
︶
を
連
れ
て
二
九
年

一
〇
月
に
宮
中
入
り
す
る
が
︑
長
男
は
気
管
支
カ
タ
ル
で
咳
が
止
ま
ら
な
い
う
え
︑
一
カ
月
後
長
女
が
水
痘
に
か
か
り
︑
中
野
の
家
に
帰
さ
れ
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て
し
ま
う
︒
部
屋
は
消
毒
さ
れ
︑
半
月
ほ
ど
授
乳
奉
仕
が
で
き
な
か
っ
た
︒
こ
の
と
き
の
気
持
ち
を
以
下
の
よ
う
に
つ
づ
っ
て
い
る
︒

ほ
ん
と
う
に
〳
〵
続
き
さ
ま
に
病
人
が
で
き
︑
何
と
い
ふ
神
の
御
い
か
(
怒
)

り
か
と
思
ひ
︑
又
又
か
く
り

(
隔
離
)

の
事
を
思
ひ
︑
ほ
ん
と
う
に
な
さ
け
な
く
︑
何
故
御

じ
た
い

︵
辞
退
︶

申
上
げ
な
か
つ
た
か
し
ら
と
後
悔
い
た
し
ま
し
た
︒
︹
略
︺
然
し
日
本
の
国
民
全
体
が
私
の
こ
の
度
の
大
命
を
果
す
そ
の
日
の
み
を
︑
待
つ
て
い
て

下
さ
る
事
を
思
ふ
と
︑
我
ま
ん
(
慢
)

す
る
よ
り
他
は
な
い
︑
君
の
為
︑
宮
様
御
成
人
遊
ば
さ
れ
る
そ
の
為
に
と
思
ひ
︑
涙
を
の
み
ま
し
た⑱
︒

後
悔
と
忍
耐
の
は
ざ
ま
で
奉
仕
す
る
複
雑
な
心
境
が
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
奥
野
の
夫
信
太
郎
は
︑
妻
が
奉
仕
中
︑
頻
繁
に
外
泊
す
る
よ
う
に
な

り
︑
奥
野
は
芸
妓
遊
び
を
疑
う
︒
信
太
郎
の
追
悼
集
に
あ
る
年
譜
に
は
︑
﹁
放
埒
を
与
謝
野
晶
子
に
ひ
ど
く
叱
責
さ
れ
た
﹂
と
あ
る⑲
︒

実
は
奥
野
の
日
記
は
こ
れ
以
前
に
小
説
の
題
材
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
︒
丹
羽
文
雄
が
﹃
世
界
﹄
︵
一
九
四
九
年
︶
に
書
い
た
﹁
乳
人
日
記
﹂

で
あ
る⑳
︒
元
の
日
記
が
奥
野
の
筆
に
よ
る
こ
と
は
隠
さ
れ
て
い
る
が
︑
奥
野
の
長
男
か
ら
日
記
を
借
り
た
丹
羽
が
︑
脚
色
を
含
め
読
み
物
に
仕

立
て
た
︒
そ
こ
に
は
︑
夫
と
離
れ
︑
わ
が
子
に
十
分
な
愛
情
を
注
げ
な
い
苦
し
み
︑
制
度
の
犠
牲
に
な
っ
た
女
性
の
悲
劇
が
描
か
れ
て
い
る
︒

た
だ
︑
奥
野
の
日
記
自
体
に
は
︑
乳
人
と
し
て
の
誇
り
や
楽
し
さ
も
日
常
の
詳
細
と
と
も
に
つ
づ
ら
れ
て
い
る
︒
丹
羽
の
小
説
が
き
っ
か
け
に

な
っ
て
︑
乳
人
制
度
は
︑
天
皇
制
絶
対
の
時
代
に
起
き
た
﹁
狂
気
﹂
と
ば
か
り
に
結
論
付
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た㉑
︒

す
べ
て
の
乳
人
が
光
栄
に
満
ち
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
事
実
上
︑
更
迭
さ
れ
た
進
藤
は
な
は
︑
婚
家
に
も
実
家
に
も
帰
れ
ず
︑
半
年
以
上
︑

栃
木
県
の
塩
原
御
用
邸
に
滞
在
し
て
い
た㉒
︒
同
じ
よ
う
に
途
中
で
奉
仕
が
で
き
な
く
な
っ
た
狩
野
の
ぶ
も
同
御
用
邸
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
が

確
認
で
き
る㉓
︒
野
口
善
子
は
帯
同
し
た
娘
が
真
っ
赤
な
便
を
し
︑
原
因
が
分
か
ら
ず
︑
自
死
ま
で
考
え
た
と
話
し
て
い
る㉔
︒
い
っ
ぽ
う
で
乳
人

を
務
め
あ
げ
た
人
た
ち
は
︑
戦
後
︑
地
方
行
幸
で
裕
仁
に
拝
謁
す
る
こ
と
を
楽
し
み
に
す
る
純
朴
さ
を
も
つ
︒
一
部
の
乳
人
は
︑
戦
後
も
奉
仕

の
﹁
光
栄
﹂
を
メ
デ
ィ
ア
に
語
り
つ
づ
け
て
い
る
︒
授
乳
し
た
皇
族
の
誕
生
日
に
宮
中
に
招
か
れ
︑
旧
奉
仕
者
と
し
て
遇
さ
れ
た
︒

良
子
が
最
後
の
分
娩
を
終
え
た
と
き
︑
乳
人
は
役
割
を
終
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
一
般
社
会
に
お
い
て
も
︑
占
領
期
ま
で
は
乳
母
慣
行
は
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残
っ
て
い
た
も
の
の
︑
一
九
五
〇
年
代
に
な
る
と
人
工
栄
養
︵
粉
ミ
ル
ク
︶
が
広
く
普
及
し
︑
乳
母
は
過
去
の
慣
行
と
な
る㉕
︒
一
九
五
九
年
九

月
︑
皇
太
子
明
仁
の
妃
︑
美
智
子
の
懐
妊
が
正
式
に
発
表
さ
れ
た
お
り
︑
東
宮
大
夫
の
鈴
木
菊
男
は
︑
乳
人
は
廃
止
し
︑
美
智
子
自
身
の
母
乳

と
人
工
栄
養
で
養
育
す
る
方
針
を
明
ら
か
に
し
た㉖
︒
明
仁
の
乳
人
だ
っ
た
進
藤
は
な
は
︑
皇
孫
︵
徳
仁
︑
浩
宮
︶
の
誕
生
に
際
し
て
︑
世
の
中

が
変
化
し
︑
人
工
栄
養
も
発
達
し
た
の
だ
か
ら
世
間
並
み
に
自
ら
の
手
で
育
児
を
す
る
の
は
当
然
だ
と
新
聞
の
取
材
に
答
え
て
い
る㉗
︒
﹁
封
建

的
な
乳
人
追
放㉘
﹂
は
も
は
や
︑
明
仁
・
美
智
子
の
カ
ッ
プ
ル
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
時
代
の
流
れ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

①

前
掲
﹁
皇
太
子
殿
下
御
誕
生
乳
人
関
係
書
類
﹂
冊
の
10
︵
昭
和
八
年
︶
お
よ
び

前
掲
﹁
皇
后
陛
下
御
慶
事
関
係
書
類
﹂
冊
の
�
の
�
︵
昭
和
一
〇
年
︶
︒

②

前
掲
﹁
皇
后
陛
下
御
慶
事
関
係
書
類
﹂
冊
の
�
の
�
︵
昭
和
一
〇
年
︶
三
五
五

枚
目
︵
コ
マ
番
号
396
︶
︒

③

同
右
︑
一
九
三
枚
目
︵
コ
マ
番
号
214
︶
︒
東
京
府
は
一
九
三
五
年
選
考
で
は
︑

下
町
や
多
摩
地
区
を
選
考
対
象
地
域
と
し
て
復
活
さ
せ
た
︒

④

以
下
の
二
段
落
は
﹁
昭
和
一
〇
年
雑
秘
書
︵
乳
人
関
係
︶
﹂
神
奈
川
県
立
公
文

書
館
︵
請
求
記
号

県
各
課
1

2

73
︶
を
利
用
し
た
︒

⑤

た
だ
し
︑
人
口
流
動
性
が
高
か
っ
た
昭
和
戦
前
期
に
お
い
て
︑
﹁
祖
父
母
の
兄

弟
﹂
﹁
曽
祖
父
母
﹂
の
す
べ
て
の
死
因
を
調
べ
る
の
は
困
難
で
あ
り
︑
遺
伝
的
疾

病
の
完
全
な
把
握
が
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
︒

⑥

﹃
国
民
新
聞
﹄
︵
一
九
二
七
年
八
月
五
日
︶
に
よ
る
と
︑
最
低
ひ
と
り
は
東
京
か

ら
選
出
す
る
と
決
ま
っ
て
い
た
︒

⑦

﹃
新
潟
毎
日
新
聞
﹄
一
九
三
九
年
二
月
一
三
日
︒

⑧

﹃
新
潟
新
聞
﹄
一
九
三
九
年
二
月
三
日
︒

⑨

﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
新
潟
版
一
九
三
九
年
二
月
四
日
︒
当
時
の
ニ
ュ
ー
ス
映
像

は
︑
松
本
の
長
男
の
妻
︑
松
本
久
美
子
氏
︵
千
葉
県
松
戸
市
︶
所
有
の
ビ
デ
オ

テ
ー
プ
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
︒

⑩

﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
新
潟
版
一
九
三
九
年
一
二
月
二
六
日
︒

⑪

池
田
町
立
八
幡
小
学
校
の
校
庭
に
立
つ
石
碑
﹁
皇
太
子
殿
下
御
乳
人
奉
仕
記

念
﹂
碑
文
︒
﹁
一
家
四
代
﹂
と
あ
る
の
は
︑
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
子
供
の
ほ
か
︑

母
︑
祖
母
も
一
緒
に
宮
城
内
で
暮
ら
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
︒

⑫

古
久
保
さ
く
ら
﹁
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
母
役
割
の
再
編
﹂
︑
﹃
人
権
問
題
研

究
﹄
二
号
︑
二
〇
〇
二
年
︑
五
九
頁
︒

⑬

﹁
御
乳
人
の
補
助
役

光
栄
の
飯
島
淳
子
嬢
﹂
︑
﹃
上
毛
及
上
毛
人
﹄
二
二
五
号
︑

一
九
三
六
年
︑
七
〇

二
頁
︒

⑭

﹃
い
は
ら
き
﹄
一
九
三
三
年
一
二
月
一
八
日
︒

⑮

﹃
北
越
新
報
﹄
一
九
三
九
年
一
二
月
二
六
日
︒

⑯

以
下
の
文
書
は
︑
神
奈
川
の
前
田
が
免
ぜ
ら
れ
る
と
き
の
指
示
書
だ
が
︑
帰
郷

の
際
︑
乳
人
が
発
す
べ
き
言
葉
と
し
て
︑
松
本
の
言
葉
と
ほ
ぼ
同
じ
談
話
例
が
示

さ
れ
て
い
る
︒
﹁
乳
人
及
乳
人
補
充
員
被
免
ノ
件
﹂
前
掲
﹁
昭
和
一
〇
年
雑
秘
書

︵
乳
人
関
係
︶
﹂
︒

⑰

奥
野
が
選
ば
れ
た
背
景
に
は
︑
夫
信
太
郎
が
︑
橋
本
綱
常
の
孫
で
あ
っ
た
こ
と

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

⑱

奥
野
智
恵
子
﹁
内
親
王
さ
ま
に
お
乳
を
ふ
く
ま
せ
た
三
六
五
日
﹂
︑
﹃
二
人
自

身
﹄
三
巻
一
〇
号
︑
一
九
六
三
年
︑
一
八
八
頁
︒
記
述
は
一
九
二
九
年
一
一
月
五

日
条
︒
奥
野
の
長
女
︑
根
本
檀
氏
︵
東
京
都
武
蔵
野
市
︶
所
有
の
日
記
原
本
に
よ

っ
た
た
め
雑
誌
と
は
表
記
が
異
な
る
︒
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⑲

村
松
暎
編
﹃
奥
野
信
太
郎
回
想
集
﹄
︑
慶
應
義
塾
三
田
文
学
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
︑

一
九
七
一
年
︑
四
一
二
頁
︒

⑳

丹
羽
文
雄
﹁
乳
人
日
記
﹂
︑
﹃
世
界
﹄
四
七
号
︑
一
九
四
九
年
︑
七
五

九
六
頁
︒

㉑

有
馬
頼
義
が
書
い
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
﹁
お
乳
人
物
語
﹂
の
副
題
が
﹁
狂
気
か
正

気
か
﹂
で
あ
っ
た
︒
有
馬
頼
義
﹁
お
乳
人
物
語
﹂
︑
﹃
文
藝
春
秋
﹄
二
九
巻
一
〇
号
︑

一
九
五
一
年
︑
五
〇

六
一
頁
︒

㉒

進
藤
の
長
男
で
あ
る
進
藤
通
顕
氏
︵
千
葉
県
流
山
市
︶
の
も
と
に
︑
進
藤
が
︑

塩
原
郵
便
局
で
郵
便
小
為
替
を
現
金
に
し
た
と
き
の
受
領
証
書
︵
一
九
三
四
年
八

月
二
〇
日
︶
が
残
さ
れ
て
い
る
︒

㉓

前
掲
﹁
乳
人
及
乳
人
補
充
員
被
免
ノ
件
﹂
︒

㉔

﹁
回
想
あ
の
孤
独
だ
っ
た
三
六
五
夜
﹂
︑
﹃
女
性
自
身
﹄
一
一
巻
一
八
号
︑
一
九

六
八
年
︑
一
一
六
頁
︒

㉕

敗
戦
直
後
の
婦
人
雑
誌
に
は
︑
糖
分
が
多
い
粉
ミ
ル
ク
よ
り
も
︑
乳
母
に
よ
る

授
乳
の
ほ
う
が
好
ま
し
い
旨
を
記
し
て
い
る
︵
小
林
彰
﹁
乳
児
と
栄
養
﹂
︑
﹃
婦
人

画
報
﹄
四
一
巻
三
号
︑
一
九
四
六
年
︑
二
〇
頁
︶
︒
と
こ
ろ
が
︑
五
三
年
に
な
る

と
︑
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
母
乳
よ
り
も
人
工
栄
養
が
優
れ
て
い
る
と
の
記
述
も
出

て
く
る
︵
半
沢
董
子
﹁
人
工
栄
養
で
日
本
一
赤
ち
ゃ
ん
に
﹂
︑
﹃
主
婦
と
生
活
﹄
八

巻
八
号
︑
一
九
五
三
年
︑
一
七
四
頁
︶
︒
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
の
粉
ミ
ル
ク

の
爆
発
的
な
生
産
量
の
増
加
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
文
献
を
参
照
︒
小
林
亜
子

﹁
母
と
子
を
め
ぐ
る
︿
生
の
政
治
学
﹀

産
婆
か
ら
産
科
医
へ
︑
母
乳
か
ら
粉

ミ
ル
ク
へ
﹂
︑
山
下
悦
子
編
﹃
女
と
男
の
時
空

日
本
女
性
史
再
考
﹄
Ⅵ
︑
藤

原
書
店
︑
一
九
九
六
年
︑
六
八

一
五
八
頁
︒

㉖

﹃
毎
日
新
聞
﹄
一
九
五
九
年
九
月
一
五
日
夕
刊
︒

㉗

﹃
東
京
新
聞
﹄
一
九
六
〇
年
二
月
二
四
日
︒

㉘

﹃
産
経
新
聞
﹄
一
九
五
九
年
九
月
一
五
日
夕
刊
︒

お

わ

り

に

明
仁
・
美
智
子
に
よ
る
乳
人
廃
止
は
︑
﹁
平
安
時
代
か
ら
続
い
て
き
た
歴
史
と
伝
統
﹂
の
変
革
だ
と
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る①
︒
し
か
し
︑
裕

仁
・
良
子
の
も
と
で
の
近
代
乳
人
は
︑
近
世
的
慣
行
を
大
き
く
変
革
し
た
も
の
で
あ
り
︑
﹁
歴
史
と
伝
統
﹂
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
制
度
で

は
な
い
︒
新
中
間
層
と
い
う
階
層
が
本
格
的
に
登
場
し
︑
︿
近
代
家
族
﹀
と
し
て
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
一
般
化
す
る
大
正
後
期
に
︑
国
民
と

皇
室
を
結
ぶ
新
た
な
回
路
と
し
て
構
築
さ
れ
た
装
置
な
の
で
あ
る
︒
当
初
︑
﹁
身
分
・
職
業
不
問
﹂
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
掲
げ
ら
れ
た
︒
し

か
し
︑
そ
の
理
念
は
︑
回
数
を
重
ね
る
う
ち
に
変
容
し
︑
最
終
的
に
は
軍
人
を
中
心
と
し
た
公
務
員
の
妻
︑
お
よ
び
地
方
の
名
望
家
層
の
女
性

に
乳
人
は
収
斂
し
て
い
く
︒
民
衆
の
側
か
ら
み
る
と
︑
乳
人
は
﹁
平
準
化
﹂
さ
れ
た
国
民
を
前
提
に
し
て
︑
そ
の
誰
も
が
候
補
に
な
れ
る
こ
と

を
期
待
さ
せ
る
仕
組
み
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
理
想
は
い
つ
の
間
に
か
反
転
し
︑
乳
人
は
地
域
社
会
の
な
か
で
皇
室
と
関
係
す
る
特
別
な

近代皇室における「乳人」の選定過程と変容（森）
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存
在
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
人
び
と
と
皇
室
の
フ
ラ
ッ
ト
な
関
係
と
い
う
理
念
は
︑
天
皇
神
格
化
の
時
代
の
な
か
で
形
骸
化
し
て
い
く

の
で
あ
る
︒

そ
の
過
程
で
︑
乳
人
は
︑
あ
る
べ
き
女
性
像
を
提
示
す
る
装
置
と
な
っ
て
い
く
︒
健
康
で
あ
る
こ
と
︑
子
供
を
立
派
に
育
て
る
こ
と
︑
国
家

の
た
め
に
個
人
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
が
女
性
国
民
と
し
て
正
し
い
行
い
で
あ
り
︑
﹁
精
神
病
﹂
︑
﹁
癩
病
﹂
︑
肺
病
な
ど
の
病
は
社
会
か
ら
放
逐
す

べ
き
対
象
で
あ
る
こ
と
を
乳
人
選
考
が
示
し
て
い
く
の
で
あ
る
︒
家
庭
を
犠
牲
に
し
て
国
家
に
奉
仕
す
る
﹁
母
﹂
を
顕
彰
し
︑
﹁
母
﹂
を
通
じ

た
国
民
を
統
合
す
る
制
度
と
化
し
て
い
く
︒
と
く
に
戦
争
が
本
格
化
し
て
く
る
と
︑
乳
人
は
地
域
の
な
か
で
女
性
を
︿
国
民
化
﹀
す
る
た
め
に

欠
か
せ
な
い
制
度
と
な
る
の
で
あ
る
︒

①

渡
辺
み
ど
り
﹃
美
智
子
さ
ま

マ
ナ
ー
と
お
言
葉
の
流
儀
﹄
︑
こ
う
書
房
︑
二
〇

一
五
年
︑
一
二
〇
頁
︒

︵
成
城
大
学
文
芸
学
部
教
授
︶
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The Process of Selecting Menoto in the Modern Imperial Family

by

MORI Yohei

The Japanese imperial family maintained a long-standing custom of

employing menoto, or wet-nurses, who provided their breast milk to royal

princes and princesses. The new Taishō-era royal couple, Crown Prince

Hirohito and his wife Nagako, later to be the Emperor Shōwa and Empress

Kōjun, seeking to modernize their family, tried to raise their children by

themselves, contrary to imperial tradition. Obviously, employing wet-nurses

stood in contradiction with the modernization of the imperial family.

However, the new couple kept the wet-nurse custom. Furthermore, the scale

of the pool from which wet-nurses was selected was enlarged year after

year. This paper examines why and how the wet-nurse system was

preserved in the late Taishō and pre-war Shōwa periods (1925-1939), while

Hirohito and Nagako sought to modernize their family. It also focuses on the

transition of relations between the royal family and the people of Japan.

The reason the menoto tradition was kept might simply have been the

difficulty in abolishing the long-enduring system. However, it is more

important to point out that, instead of abolishing the tradition, the couple

and the imperial household officials introduced the new idea that they would

use the menoto system as a medium to connect the royal family with the

people. The Imperial Household Ministry sought wet-nurses in Tokyo and

suburban prefectures, and later more broadly across eastern Japan,

irrespective of the social rank and professions of the candidatesʼ families.

Wet-nurses were recruited through local governments, although in previous

generations they had mainly been found through personal connections. On

the assumption that the nation had been socially equalized, in principle, any

healthy mother could be selected as a wet-nurse. The first child of Hirohito

and Nagako, Princess Shigeko, was born in 1925. In that year, two women

were selected as wet-nurses, one being Hirayama Shizuye. She attracted

considerable attention since she was from a rural village in Kanagawa

Prefecture. In a word, proximity to the people was valued in the initial phase

of the generation of Hirohito and Nagako.

( 364 )



However, the process of selecting wet-nurses later encountered grave

difficulties. For instance, in 1929, a woman who wet-nursed Princess Kazuko,

Takemura Tamae, was criticized by newspapers because her grandfather, a

town mayor in Kochi prefecture, had been charged with embezzling public

money and had been driven to commit suicide. In 1934, it was discovered

that Shindō Hana, a wet nurse of Crown Prince Akihito, had a relative with

some kind of hereditary disease, and she was replaced. This issue led the

minister of the royal household to consider resigning, although he ultimately

kept his position. Such criticism arose out of regional political conflicts and

feelings of jealousy toward the families of women chosen as menoto.

Consequently, as time passed, the standards for the selection of wet-

nurses became ever more rigorous. For instance, even the causes of death

and health conditions of a candidateʼs great-uncles and great-aunts had to be

thoroughly examined, however difficult such an examination could be

because of the remoteness in time. Candidates were scrutinized in particular

to determine whether they had relatives with such diseases as pulmonary

tuberculosis, leprosy, or mental disorders. As a result, two social classes

became favored as suppliers of wet-nurses. One class consisted of

housewives in middle-class families in urban areas, especially the housewives

of government officials or military men. The other class was women from

families prominent in local society.

The significance of the menoto system gradually changed, becoming

something more than merely wet-nurses nourishing royal princes and

princesses. It was transformed into a system to praise women who sacrificed

themselves and their families, and who rendered good service to the nation

and the royal family. When wet-nurses departed for the Imperial Palace, they

received celebratory send-offs akin to those given to soldiers going to the

battlefield. For Takenaka Toshiko, a wet-nurse from Gifu prefecture in 1934,

a monument to honor her was set up by the local womenʼs association in a

local elementary school.

To conclude, when menoto were chosen in the generation of Hirohito and

Nagako, there was initially an effort to strengthen horizontal ties between

the royal family and local people; however, this ideal lost its substance in an

era of war and the divinization of the emperor. Instead, the process of

selecting wet-nurses became more important as a means of unifying the

nation.

Key Words ; wet-nurses, modernization of imperial family, modern family, mass
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society

Jacob Burckhardtʼs Cicerone as a Guidebook

by

MORITA Takeshi

In the 19
th

century, Jacob Burckhardtʼs best-known work in Germany was

not die Kultur der Renaissance in Italien (The Civilization of the Renaissance

in Italy) (1860), but Der Cicerone. Eine Anleitung zum Genuss der

Kunstwerke Italien (The Cicerone: or, Art-guide to painting in Italy, for the

use of travellers) (1855). It was a popular guide to architecture, sculpture and

painting in Italy for German travellers, and had a wide readership in

Germany. In the 20
th

century this book have been studied by historians of

art as a work of art history. They have argued that it was an early form of a

systematic history of art that went beyond a mere history of artists.

According to Werner Kaegi, the author of Jacob Burckhardt. Eine Biographie,

this book on the whole was an art history not a guidebook. Certainly, the

structure of this book is that of a history of art, whose chapters correspond

to the styles of art from Antiquity to the 18
th

century, including Gothic,

Renaissance and Baroque. However, two supplementary items that the first

edition of this book provided could help a traveller as a guidebook. They are

the special index which Burckhardt himself made and a handbook that was

recommended in the preface to the first edition. A German traveller could

browse through Cicerone with the index and obtain with the handbook

several pieces of practical information on touring, traveling expenses, model

itineraries and so on. Burckhardt wrote this book for the use of German

intellectuals as a guide to art in their lengthy travels around Italy, which

could be termed the German Grand Tour. In this paper, I try to clarify the

important role that Burckhardt would play with his Cicerone in German

society and culture in this age, and thus I treat this book as a guidebook for

travellers.

In the first section, I consider the features of the first-edition of Cicerone

to clarify that it was for the use of travellers in Italy, not for scholars in

their studies. In the second section, I analyse the feature of the Ciceroneʼs
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