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【
書
評
】塚

田
孝
・
吉
田
伸
之
編

『
近
世
大
坂
の
都
市
空
間
と
社
会
構
造
』

本
書
は
近
世
大
坂
研
究
の
発
展
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
特
徴
は
次

の
よ
う
な
研
究
方
法
に
あ
る
。

そ
の
第
一
は
、
歴
史
学
だ
け
で
は
な
く
建
築
史
、
経
済
史
、
文
化
史
、
考
古
学
と
い
っ

た
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
か
ら
近
世
都
市
大
坂
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

第
一
一
は
、
従
来
の
政
治
・
経
済
史
の
側
面
に
加
え
て
社
会
H
空
間
構
造
論
を
導

入
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
都
市
空
間
の
あ
り
方
と
社
会
構
造
を
関
連
さ
せ

て
考
察
す
る
と
同
時
に
、
都
市
を
分
節
的
に
把
握
し
た
上
で
大
坂
の
全
体
構
造
を

解
明
し
よ
う
と
す
る
方
法
で
あ
る
。

こ
う
し
た
方
法
は
本
書
の
編
者
で
あ
り
近
年
の
近
世
都
市
研
究
を
牽
引
し
て
い

る
吉
田
伸
之
氏
と
塚
田
孝
氏
が
中
心
と
な
り
、
互
い
の
論
理
を
取
り
入
れ
な
が
ら

創
出
し
た
方
法
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
く
に
巨
大
都
市
の
全
体
構
造
を
解
析
す
る
際

の
有
効
な
方
法
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
巨
大
都
市
研
究
の
方
法
に
は
三
つ
の
研
究
段
階
が
あ
る
と
い
う
。

第
一
は
各
社
会
集
団
の
特
質
を
具
体
的
に
解
析
す
る
基
礎
段
階
、
第
二
は
諸
社
会

集
団
聞
に
お
け
る
重
層
と
複
合
の
関
係
の
特
質
や
そ
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
段

階
、
さ
ら
に
第
三
は
、
第
二
で
明
ら
か
に
し
た
関
係
構
造
を
対
支
配
権
力
、
対
民

衆
世
界
と
の
関
係
を
含
め
た
社
会
構
造
の
全
体
像
を
叙
述
す
る
総
合
化
の
段
階
で

井
戸
田

史

子

あ
る
と
い
う
。

一
九
八

O
年
以
降
の
近
世
都
市
研
究
の
動
向
す
な

わ
ち
一
、
都
市
の
内
部
に
踏
み
込
ん
だ
研
究
段
臨
、
一
一
、
重
層
と
複
合
論
の
展
開

し
た
段
臨
、
三
、
支
配
・
従
属
関
係
を
苧
む
社
会
H
空
間
構
造
の
分
節
的
把
握
の

方
法
が
提
唱
さ
れ
る
に
至
っ
た
段
階
に
対
応
し
て
お
り
、
現
在
の
近
世
都
市
研
究

こ
の
三
つ
の
研
究
段
階
は
、

の
水
準
を
生
み
出
し
て
い
る
。
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以
上
、
本
書
の
特
徴
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
次
に
表
ー
に
よ
っ
て
本
書
の
構
成

を
み
る
と
、
は
じ
め
に
塚
田
孝
氏
が
近
世
大
坂
研
究
の
課
題
と
の
関
連
で
本
書
の

目
的
を
示
し
た
上
で
、
都
市
空
間
、
芸
能
血
(
戸
円
、
株
仲
間
の
三
部
に
計
九
本
の
論

考
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
八
木
滋
氏
が
近
世
大
坂
に
つ
い
て
研
究
史
を
検

討
し
て
お
り
、
吉
田
伸
之
氏
が
社
会
H

空
間
構
造
論
の
展
開
と
本
書
の
成
果
と
の

関
連
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
九
本
の
論
考
は
大
坂
の
分
節
構
造
に
即
し
て
言
え

ぱ
町
人
地
と
新
地
に
集
中
し
て
お
り
、
分
野
別
で
は
歴
史
学
を
中
心
と
し
て
考
古

学
や
建
築
史
、
国
文
学
な
ど
で
あ
る
。

次
に
各
論
文
の
概
要
と
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
若
干
の
私
見
を
述
べ
た
い
。
な
お
、

塚
田
孝
氏
、
八
木
滋
氏
、
吉
田
伸
之
氏
の
論
考
に
つ
い
て
は
本
書
の
全
般
に
わ
た

る
内
容
で
あ
る
の
で
、
各
論
文
の
関
連
す
る
部
分
で
触
れ
る
こ
と
を
予
め
お
断
り



主上屋

i l ili 

表
1
、
本
書
の
構
成

徹

分

l
z
一
近
世
末
・
近
代
初
顕
白
大
阪
北
船
場
地
域
一
谷
直
樹
・

:
主
一
に
お
け
る
集
住
構
造
と
職
住
形
態
一
一
一
一
浦
要
一

3
章
一
萩
藩
蔵
屋
敷
と
大
坂
市
中

第
E
部
一
芸
能
興
行

-
章
一
蝉
丸
宮
と
説
教
日
暮

森
下

阪
口
弘
之

第
1 m 2 
章部章

間 大株改近
坂仲革世

Z問号室
ぜ EE
E言 てザ

る
和浄
薬瑠
種酒
田 興

取行
自I I 
と 天
仲保

渡!神
辺|田

空|皇

2
章
一
箱
館
産
物
会
所
と
大
坂
魚
肥
市
場

3
章
一
近
世
大
坂
三
郷
酒
造
仲
間
白
構
造

4
章
一
近
世
大
坂
三
郷
家
請
人
仲
間
に
つ
い
て

↑
近
世
大
坂
研
究
白
現
状
と
謀
題

一
編
集
に
参
加
し
て

し
て
お
く
。第

I
部

都
市
空
間

原吉八西屋
田木村久
伸和健
之滋江二

分
節
構
造

町
人
地
・

町
屋
空
間

J〆蔵町

量4
考
古
学

建
築
史

新
地
・
芸
一

E
E
Z

国
文
学

官

Z
R

" 株町

自主

直
史

'〆

歴
史
学
(
文
化

8

歴
史
学
容
鑓
史

経
済
史
)

歴
史
学

歴
史
学

こ
と
の
で
き
な
い
部
円
で
あ
る
。

第

I
部
は
前
に
も
述
べ
た
通
り
社
会
H
空
間
構
造
論
を
め
ざ
す
本
書
に
は
欠
く

" " 

野

松
尾
論
文

松
尾
信
裕
氏
は
考
古
学
の
立
場
か
ら
都
市
の
再
生
産
力
や
住
人
の
生
活
を
考
察

し
、
近
世
都
市
大
坂
の
変
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
第
一
に
文
献
史
料
の
乏
し
い
江
戸
初
期
の
大
坂
の
成
立
に
つ
い

て
明
ら
か
に
し
、
第
二
に
家
屋
敷
の
構
造
を
究
明
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
歴
史
学

で
は
主
に
水
帳
や
絵
図
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
家
屋
敷
の
構
造
を
明
ら
か
に

し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
が
残
さ
れ
て
い
る
地
域
は
少
な
く
、
た
と
え
残
っ
て
い
て

も
そ
こ
か
ら
は
家
屋
敷
の
関
口
や
奥
行
き
な
ど
の
少
数
の
情
報
し
か
得
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
発
掘
調
査
の
結
果
か
ら
は
、
敷
地
内
の
建
物
配
置
や

建
物
の
細
部
に
関
す
る
情
報
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
絵
図
類
か
ら

は
あ
る
一
時
点
の
状
態
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
発
掘
調
査
は
同
一
地
域

の
家
屋
敷
空
間
の
利
用
内
容
の
変
遷
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
古
学
的
手
法
に
よ
る
成
果
は
非
常
に
大
き
い
。
し
か
し
な
が
ら

若
干
の
問
題
点
も
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
う
ロ
た
と
え
ば
出
土
品
に
よ
っ
て
、
道

修
町
に
薬
種
業
関
係
の
者
が
多
く
居
住
し
て
い
た
と
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
歴
史
学

で
も
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
り
、
近
世
考
古
学
と
歴
史
学
の
成

果
を
一
層
連
関
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
八
木
滋
氏

の
指
摘
が
参
考
に
な
る

(三

0
0ペ
ー
ジ
)
。
氏
は
蔵
屋
敷
跡
の
発
掘
調
査
と
近

年
の
蔵
屋
敷
の
成
立
に
関
す
る
研
究
を
結
合
さ
せ
る
こ
と
で
諸
大
名
が
大
坂
に
所

持
す
る
屋
敷
の
性
格
と
そ
の
変
化
を
究
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
近
世
考
古
学
と
歴
史
学
の
複
合
を
今
後
一
層
活
発
に
し
て
い
く
必
要

が
あ
ろ
う
。

m
∞
 



谷
・
三
浦
論
文

谷
直
樹
・
三
浦
要
一
氏
は
、
建
築
史
の
視
点
か
ら
主
に
明
治
一
九
年
「
建
家
取

調
図
面
」
を
題
材
に
近
世
末
期
か
ら
近
代
初
頭
の
大
阪
(
坂
)
都
心
部
に
お
け
る
住

民
の
集
住
構
造
と
職
住
形
態
と
の
対
応
関
係
を
考
察
し
て
い
る
。

本
論
考
の
意
義
は
建
築
史
と
歴
史
学
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
い
、
個
別
町
を
丁

寧
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
北
船
場
地
域
の
隣
接
し
た
町
々
で
あ
り
な
が
ら

各
町
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
と
く
に
平
野
町
に
お
い
て
裏

長
屋
の
比
率
が
高
い
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
、
従
来
北
船
場
地
域
は

大
商
人
が
軒
を
連
ね
、
裏
借
屋
層
は
同
地
域
か
ら
外
縁
部
に
は
じ
き
出
さ
れ
て
い

た
と
す
る
通
能
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
点
は
傾
聴
に
値
す
る
《
匂

こ
の
よ
う
な
大
き
な
成
果
の
一
方
で
若
干
の
課
題
も
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

歴
史
学
で
は
一
九
七

0
年
代
後
半
に
大
坂
の
数
ケ
町
を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
、

察各
し町
ての
い家
る《持
。正と

谷借
直屋
樹の
.比
三率
浦や
要人
一口
両動
氏向
のを
歴分
史析
学し
的て
分、

析地
は域
この
の階
手層
法状
に況
似を
て考

い
る
と
い
え
る
。
両
氏
は
各
町
の
人
口
や
そ
れ
に
占
め
る
奉
公
人
人
数
、
住
戸
密

度
な
ど
に
よ
っ
て
各
町
の
特
徴
を
数
値
で
表
し
て
モ
デ
ル
化
し
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
モ
デ
ル
化
す
る
こ
と
も
必
要
だ
が
、
近
年
の
歴
史
学
で
は
そ
れ
に
よ
っ
て
捨
象

さ
れ
て
し
ま
う
事
柄
、
た
と
え
ば
豊
か
な
民
衆
世
界
を
築
い
て
い
た
裏
借
家
人
の

存
在
形
態
や
、
家
屋
敷
を
基
点
と
し
た
人
間
関
係
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
研
究
が
行

わ
れ
て
い
る
。
今
後
こ
の
よ
う
な
関
係
論
と
建
築
史
学
上
の
方
法
論
と
の
複
合
を

図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

森
下
論
文

森
下
徹
氏
は
建
築
史
学
的
な
空
間
構
造
の
分
析
と
歴
史
学
の
関
係
論
を
巧
み
に

複
合
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
蔵
屋
敷
を
都
市
社
会
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
蔵
屋
敷
が
大
坂
市
中
と
取
り
結
ぶ
関
係
を
考
察
し
、
さ
ら
に
江
戸

藩
邸
の
研
究
を
参
考
に
し
な
が
ら
大
坂
固
有
の
あ
り
方
に
も
着
目
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
蔵
屋
敷
の
空
間
が
有
力
な
商
人
か
ら
家
守
、
中
仕
に
至
る
ま
で

何
重
に
も
利
権
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
氏
は
自
覚
的
に
空
間
構
造
の
分
析

と
社
会
関
係
の
考
察
を
相
互
補
完
的
に
行
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
三
種
類
の
絵
図

を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
蔵
屋
敷
が
蔵
や
小
屋
か
ら
な
る
本
体
部
分

と
貸
家
部
分
の
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
な
ど
が

そ
れ
で
あ
る
。

-184 

ま
た
江
戸
の
藩
邸
と
の
相
違
点
に
つ
い
て
も
究
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
大
坂

に
お
け
る
蔵
米
の
取
り
扱
い
が
蔵
屋
敷
内
で
完
結
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
蔵
屋

敷
の
中
仕
は
専
属
で
あ
り
な
が
ら
そ
れ
に
完
全
に
取
り
込
ま
れ
な
い
構
造
を
有
し

て
い
た
と
す
る
。
ま
た
蔵
屋
敷
が
町
人
地
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
特
定
の
藩
の
廻
船

引
き
受
け
を
目
指
し
た
船
宿
が
集
団
化
し
、
そ
れ
が
蔵
屋
敷
地
の
家
守
を
務
め
る

と
い
う
特
異
な
関
係
が
生
じ
、
さ
ら
に
蔵
屋
敷
の
家
質
化
が
起
こ
る
と
位
置
づ
け

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
大
坂
に
存
在
す
る
蔵
屋
敷
の
固
有
性
と
そ
の
多
面
的
な
性

格
を
明
ら
か
に
し
た
点
は
注
目
さ
れ
る
。



第
E
部

芸
能
奥
行

塚
田
孝
氏
は
本
書
に
こ
の
部
を
設
け
た
意
義
を
都
市
の
分
節
的
把
握
の
観
点
か

ら
新
地
・
芸
能
空
間
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
て
い
る
(
一
二
ペ
ー
ジ
)
。

し
か
し
こ
の
部
の
意
義
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
都
市
の

研
究
書
の
中
に
芸
能
史
の
分
野
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
そ
れ
ほ
ど
古
い

で こ
あと
る《で
。エは
こ な

φ え
でそ
雑れ
多は
な九

主 O
極年
民tI;

2草
分 lこ

自F
T喜
L iJ 

的
て園

理議
子論
b の
れ誕
、生

芸か
能ら

集
団
の
存
在
形
態
が
具
体
的
に
究
明
さ
れ
、

そ
れ
ら
が
存
立
す
る
「
場
」
の
特
質

や
他
集
団
聞
の
社
会
関
係
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
芸
能
史
研

究
は
近
世
都
市
を
捉
え
る
重
要
な
要
素
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
近
世
大
坂
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
な
都
市
史
と
複
合
し
た
芸
能

史
研
究
は
ま
だ
は
じ
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
も
本
書
に
芸
能
奥
行

の
部
が
設
け
ら
れ
た
意
義
は
大
き
い
。

阪
口
論
文

阪
口
弘
之
氏
は
国
文
学
の
視
点
か
ら
、
説
教
日
暮
の
栄
枯
盛
衰
を
諸
国
説
教
者

と
の
関
係
に
探
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
諸
国
説
教
者
支
配

は
初
め
蝉
丸
宮
社
役
で
あ
っ
た
兵
侍
家
衆
が
行
っ
て
い
た
が
、
正
徳
期
(
一
八
世

紀
前
半
)
頃
か
ら
三
井
寺
が
行
う
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
支

配
は
蝉
丸
宮
合
一
一
井
寺
)
1
日
暮
小
太
夫
・
八
太
夫
1
諸
国
説
教
者
と
い
う
よ
う

に
日
暮
を
諸
国
説
教
者
の
元
締
的
位
置
に
置
い
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。

日
暮
が
諸
国
説
教
者
の
元
締
め
的
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
指
摘
で
あ

る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
そ
の
「
元
締
」
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ

て
い
な
い
。
今
後
、

日
暮
と
説
教
者
集
団
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
日
暮
と
蝉
丸
宮
と
の
関
係
や
悲
回
院
と
の
関
係
、
諸
国
説
教

者
の
存
在
形
態
な
ど
も
今
後
の
研
究
課
題
と
な
ろ
う
ロ

神
田
論
文

神
田
由
築
氏
は
天
保
改
革
前
後
の
浄
瑠
璃
奥
行
の
動
向
を
通
じ
て
近
世
大
坂
の

都
市
空
間
H
社
会
の
構
造
を
究
明
す
る
た
め
に
、
興
行
場
所
、
興
行
の
座
組
、
上

演
形
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
興
行
は
あ
る
一
定
の
期
間
を
特
定
の
紋
下
が
勤
め
て
お
り
、
座

組
編
成
は
師
弟
関
係
と
興
行
場
所
と
い
う
二
つ
の
要
素
に
よ
っ
て
決
定
し
て
い
た

と
す
る
。
ま
た
浄
瑠
璃
渡
世
集
団
は
、
天
保
改
革
に
よ
る
宮
芝
居
と
人
形
芝
居
の

禁
止
と
い
う
事
態
を
打
開
す
る
た
め
に
、
素
人
や
若
手
の
奥
行
場
所
で
あ
っ
た
寄

席
と
い
う
空
間
と
、
人
形
を
含
ま
な
い
講
談
調
の
「
忠
孝
昔
物
語
」
や
「
影
絵
」

芝
居
、
「
み
ど
り
」
形
式
の
芝
居
な
ど
の
上
演
形
態
と
を
本
来
の
興
行
の
代
替
と

し
て
緊
急
避
難
的
に
見
い
出
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
空
間
と
形
態
は
や
が
て

常
態
化
し
、
改
革
終
了
後
も
新
た
な
興
行
場
所
と
形
態
と
し
て
確
立
し
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ま
た
従
来
江
戸
で
は
太
夫
・
三
味
線
・
人
形
遣
い
は
別
個
の
集
団
で
あ
り
、
天

保
改
革
中
に
太
夫
が
寄
席
の
素
浄
瑠
璃
に
出
演
し
た
こ
と
が
人
形
浄
瑠
璃
芝
居
の

。。



集
団
を
解
体
さ
せ
る
一
因
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
氏
は
、
大
坂
で
は

新
た
な
興
行
場
所
と
上
演
形
態
が
人
形
芝
居
を
取
り
込
み
、
人
形
浄
瑠
璃
芝
居
と

し
て
存
続
し
て
い
っ
た
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
天
保
改
革
に
よ
る
興
行
場
所
・
上
演
形
態
・
渡
世
集
団
の
変
化
が
、

改
革
前
↓
改
革
中
↓
改
革
後
と
い
っ
た
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
動
態
的
に
捉
え

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
江
戸
と
の
比
較
で
大
坂
の
固
有
性
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る

と
い
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
近
世
大
坂
に
つ
い
て
も
身
分
的
周
縁
論
の
視
点
か
ら

芸
能
興
行
の
問
題
を
考
察
す
る
研
究
が
本
格
的
に
始
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。

第
E
部

株
仲
間

株
仲
間
の
研
究
は
一
九
八

0
年
代
ま
で
は
商
業
史
の
視
点
や
幕
藩
制
構
造
論
の

一
環
と
し
て
株
仲
間
の
経
済
的
側
面
や
幕
府
の
経
済
政
策
と
の
関
連
に
つ
い
て
研

究
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
活
動
の
場
が
都
市
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
都
市
史
と
は
切
り
離
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
感
が
あ
る
。
株
仲
間

が
都
市
史
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
画
期
と
な
っ
た
の
は
、
八
六
年
の
今
井
修
平

氏
の
研
究
で
あ
る
。
氏
は
株
仲
間
が
地
縁
的
結
合
の
町
共
同
体
と
は
別
次
元
の
社

会
集
団
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
後
、
塚
田
孝
氏
は

株
仲
間
を
一
つ
の
社
会
集
団
と
し
て
捉
え
、
そ
の
構
造
分
析
と
他
の
社
会
集
団
と

の
複
合
関
係
を
分
析
す
る
必
要
性
を
述
べ
ら
れ
た
句
こ
の
部
の
四
論
考
も
こ
の
重

層
と
複
合
論
を
前
提
に
仲
間
の
構
造
を
究
明
し
て
い
る
。

渡
辺
論
文

渡
辺
祥
子
氏
は
こ
れ
ま
で
唐
薬
に
比
べ
て
和
薬
種
の
取
引
に
関
す
る
研
究
が
少

な
い
こ
と
か
ら
、
和
薬
種
を
含
め
た
薬
種
取
引
全
体
の
位
置
づ
け
を
目
的
と
す
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
享
保
七
年
(
一
七
二
二
)
に
お
け
る
和
薬
改
会
所
成
立
以
前
は
、

唐
薬
・
和
薬
は
取
扱
者
や
流
通
経
路
に
重
複
が
あ
り
、
問
屋
l
仲
買
l
小
売
の
よ

う
に
単
純
な
流
通
構
造
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
和
薬
改
会
所
が
設
置
さ
れ

る
と
「
改
め
」
は
「
中
買
仲
間
」
が
行
う
よ
う
に
な
る
が
、
彼
ら
は
問
屋
の
よ
う

に
荷
物
を
集
積
し
な
い
の
で
「
改
め
」
を
行
う
に
は
構
造
的
に
無
理
が
あ
っ
た
と

い
う
。
そ
の
た
め
に
「
改
め
」
は
問
屋
が
行
う
こ
と
に
変
更
さ
れ
た
と
す
る
。
す

な
わ
ち
複
雑
な
流
通
構
造
が
存
在
し
た
大
坂
に
お
い
て
集
中
的
に
こ
れ
を
掌
握
す

る
よ
う
な
組
織
を
形
成
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
最
終
的
に
改
会
所
は
廃
止
さ
れ
た
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と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
一
連
の
動
向
か
ら
、
氏
は
公
儀
に
よ
る
政
策
を
挺
子
と
し
て
自
ら

の
利
権
を
確
立
し
て
い
こ
う
と
す
る
「
中
買
仲
間
」
の
あ
り
方
を
描
き
出
し
て
い

る
。
そ
の
方
法
は
単
に
商
品
の
流
れ
を
追
う
の
で
は
な
く
、
取
引
に
関
わ
る
商
人

の
あ
り
方
に
視
点
を
置
く
方
法
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
大
坂
に
お
い
て
和
薬
改

会
所
が
存
続
し
な
か
っ
た
原
因
を
解
明
し
て
い
る
。

ま
た
「
商
人
」
と
い
う
史
料
用
語
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
唐
薬
問
屋
・
和

薬
問
屋
・
諸
問
屋
・
中
買
仲
間
・
薬
種
以
外
の
商
品
も
扱
う
商
人
・
薬
種
小
売
・

せ
り
売
商
人
な
ど
薬
種
の
流
通
に
関
わ
る
多
様
な
存
在
を
抽
出
し
て
い
る
(
一
五

0
ペ
ー
ジ
)
。
こ
の
よ
う
に
史
料
を
丁
寧
に
解
釈
す
る
氏
の
姿
勢
に
は
学
ぶ
べ
き

点
が
多
い
。



原
論
文

原
直
史
氏
は
こ
れ
ま
で
に
干
鰯
が
房
総
半
島
の
産
地
か
ら
江
戸
・
浦
賀
の
干
鰯

問
屋
に
ど
の
よ
う
に
送
ら
れ
る
の
か
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
、
浜
方
の
荷
主
や
荷

継
宿
・
運
送
宿
・
問
屋
と
の
関
係
や
駄
賃
稼
ぎ
の
実
態
、
江
戸
を
中
心
と
し
た
市

場
の
あ
り
万
な
ど
の
研
究
を
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
最
近
で
は
大
坂
の
魚
肥
流

通
の
中
核
で
あ
っ
た
較
干
鰯
屋
仲
間
と
そ
の
周
辺
に
位
置
す
る
東
組
松
前
問
屋
に

つ
い
て
、
そ
の
業
態
や
仲
間
結
合
の
特
質
、
仲
間
の
相
互
関
係
な
ど
に
つ
い
て
も

検
討
さ
れ
て
き
た
。

本
論
考
で
は
株
仲
間
解
散
期
に
お
い
て
も
叙
地
滋
と
干
鰯
屋
仲
間
の
求
心
力
が

強
固
に
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
察
し
て
い
る
。
し
か
し
幕
府
の
箱
館
産
物
会

所
の
仕
法
と
松
前
産
魚
肥
の
比
重
の
増
大
と
い
う
変
化
に
と
も
な
っ
て
、
収
地
域

と
干
鰯
屋
仲
間
の
求
心
力
は
低
下
し
て
い
き
、

そ
れ
に
代
わ
っ
て
松
前
問
屋
が
進

出
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
松
前
問
屋
は
会
所
附
仲
買
に
、
叡
干
鰯
屋
仲
間
は

松
前
問
屋
か
ら
産
物
を
買
い
取
る
干
鰯
仲
買
と
し
て
一
面
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
、

両
者
の
力
関
係
が
逆
転
し
て
い
く
様
子
を
考
察
さ
れ
て
い
る
。

氏
は
近
年
の
社
会
集
団
や
都
市
の
研
究
の
発
展
を
前
提
に
、
こ
れ
と
従
来
の
流

通
史
の
研
究
を
結
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
流
の
担
い
手
の
あ
り
方
や
「
場
」

の
性
格
な
ど
を
究
明
し
、
近
年
の
流
通
史
研
究
を
発
展
さ
せ
て
い
る
と
い
え
る
。

ま
た
社
会
H
空
間
構
造
論
に
よ
っ
て
叡
地
域
の
空
間
構
造
と
干
鰯
屋
仲
間
の
構

造
が
統
一
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
若
干
の
問
題
点
を

挙
げ
る
と
、
氏
の
江
戸
に
お
け
る
干
鰯
市
場
の
詳
細
な
空
間
構
造
分
析
に
比
べ
る

と
、
本
稿
に
お
け
る
紋
の
空
間
構
造
は
個
別
町
や
家
屋
敷
レ
ベ
ル
に
ま
で
は
及
ん

で
い
な
い
と
い
え
る
。
史
料
的
制
約
に
よ
る
も
の
で
あ
る
う
が
今
後
の
研
究
が
待

た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

屋
久
論
文

従
来
、
享
保
期
(
一
八
世
紀
前
期
)
以
降
の
酒
造
業
は
灘
地
域
の
発
展
と
こ
れ

に
対
す
る
大
坂
の
衰
退
と
い
う
構
図
の
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
。
屋
久
健
二
氏
は

こ
の
構
図
自
体
は
否
定
し
な
い
が
、
こ
の
通
説
に
よ
っ
て
大
坂
三
郷
酒
造
仲
間
の

構
造
や
都
市
社
会
に
お
け
る
位
置
づ
け
ま
で
が
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
懸
念

を
抱
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
よ
っ
て
大
坂
三
郷
酒
造
仲
間
の
構
造
、

株
の
性
格
、
年
行
司
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
酒
造
仲
間
が
、
酒
造
株
を
大
量
に
集
積
す
る
年
行
司
層
と
、
借

株
の
酒
造
家
に
二
極
分
化
し
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
本
来
禁
止
さ
れ
て
い
る
借
株

は
、
酒
造
株
譲
渡
と
い
う
体
裁
を
取
り
な
が
ら
巧
妙
か
つ
広
範
に
展
開
し
て
い
た

と
い
・
っ
。

氏
の
研
究
の
特
徴
は
従
来
捨
象
さ
れ
て
き
た
事
柄
を
一
つ
一
つ
解
明
し
よ
う
と

す
る
姿
勢
に
あ
る
。
例
え
ば
大
行
司
と
そ
の
他
の
年
行
司
の
任
期
の
違
い
と
い
う

些
細
な
事
柄
か
ら
両
者
の
根
本
的
な
性
格
の
違
い
を
導
き
だ
し
て
い
る
。

ま
た
本
論
考
に
は
重
要
な
論
点
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
株
仲
間
の
本
質
に

つ
い
て
で
あ
る
。

一
般
的
に
株
仲
間
は
初
め
株
主
H
経
営
者
の
共
同
組
織
で
あ
り
、

後
に
所
有
と
経
営
の
分
離
が
進
む
と
株
主
の
共
同
組
織
と
な
る
と
さ
れ
る
。
し
か

し
塚
田
孝
氏
は
、
茶
屋
株
が
初
め
か
ら
貸
す
こ
と
を
前
提
に
所
有
と
経
営
が
分
離

し
て
い
る
特
殊
な
性
格
で
あ
り
、
茶
屋
仲
間
は
茶
屋
株
主
の
共
同
組
織
と
は
い
え
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ず
、
茶
屋
株
非
所
持
者
を
含
む
共
同
組
織
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

特
殊
と
い
わ
れ
る
茶
屋
仲
間
の
構
造
と
酒
造
仲
間
の
そ
れ
は
共
通
す
る
点
が
多
い
。

酒
造
仲
間
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
態
的
に
は
借
株
の
酒
造
家

が
広
範
に
存
在
し
て
お
り
、
酒
造
仲
間
に
は
株
非
所
持
者
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ま

た
株
仲
間
へ
の
仲
間
入
り
の
出
銀
も
酒
造
株
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る

の
で
は
な
く
、
実
際
に
酒
造
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

理
由
を
幕
府
に
統
制
さ
れ
て
い
た
米
を
原
料
と
す
る
酒
造
業
の
特
殊
性
と
の
み
求

め
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
か
。
こ
の
株
の
本
質
に
つ
い
て
の
問
題
は
今
後
の
課
題

で
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
恒
常
的
か
つ
広
範
に
存
在
し
た
借
株
に
対
す
る
幕
府
の
具
体
的
対
応
策
な

ど
、
幕
府
の
都
市
政
策
と
の
関
連
で
動
態
的
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

西
村
論
文

西
村
和
江
氏
は
従
来
、
家
請
人
仲
間
が
借
家
人
の
視
点
か
ら
し
か
捉
え
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
家
持
・
借
家
人
・
町
奉
行
・
家
請
人
の
立
場
か
ら
家
請

人
仲
間
を
多
面
的
に
捉
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
ま
た
借
家
人
の
階
層
性

に
も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
よ
る
と
家
請
人
仲
間
が
不
玲
な
借
家
人
に
対
す
る
家
明
け
渡
し
の
催

促
を
等
閑
に
し
、
小
屋
入
り
の
者
た
ち
を
小
屋
か
ら
早
期
に
追
い
出
し
て
い
た
こ

と
か
ら
、
彼
ら
が
都
市
社
会
の
公
共
性
を
担
っ
て
い
た
側
面
も
持
つ
が
、
本
質
的

に
は
営
利
的
な
集
団
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
ま
た
家
請
人
の
請
持
場
所
が

家
屋
敷
単
位
で
あ
り
、
請
持
場
所
の
権
利
は
家
請
人
同
士
で
譲
渡
さ
れ
て
い
た
と

い
う
。
さ
ら
に
裏
借
家
層
が
同
家
・
別
宅
を
繰
り
返
し
、
三
郷
を
点
々
と
す
る
よ

う
な
流
動
的
な
層
で
あ
る
こ
と
も
究
明
し
て
い
る
。

裏
借
屋
層
な
ど
の
都
市
下
層
民
の
研
究
は
、
彼
ら
が
史
料
を
残
さ
な
い
こ
と
か

ら
そ
の
研
究
が
難
し
い
が
、
氏
は
家
請
人
仲
間
を
切
り
口
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

都
市
下
層
民
の
実
態
に
迫
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
高
く
評
価
で
き
る
。

し
か
し
史
料
的
制
約
か
ら
か
家
請
人
仲
間
の
構
造
は
あ
ま
り
述
べ
ら
れ
て
い
な

い
。
ま
た
小
屋
の
具
体
的
な
経
営
の
内
容
や
、
幕
府
の
都
市
政
策
と
の
関
係
な
ど
、

今
後
の
研
究
が
期
待
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
各
論
考
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
概
要
と
若
干
の
私
見
を
述
べ
て
き
た
。
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以
下
、
本
書
の
課
題
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
る
が
、
こ
れ
は
同
時
に
近
世
大
坂
研

究
の
課
題
で
も
あ
る
と
い
え
る
。

第
一
に
歴
史
学
と
他
の
分
野
と
の
統
一
方
法
を
一
層
充
実
さ
せ
る
必
要
性
を
感

じ
る。
た
と
え
ば
考
古
品

寸ー

や
建
築
史
と
歴
史
月
う三

を
有
効
に
複
メL
co 
さ
せ
る

は、
家

屋
敷
単
位
レ
ベ
ル
の
空
間
構
造
の
究
明
と
、
家
屋
敷
を
単
位
と
す
る
人
間
関
係
を

考
察
す
る
社
会
構
造
分
析
を
統
一
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
歴
史
学

と
芸
能
史
・
国
文
学
を
複
合
す
る
に
は
、
塚
田
孝
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
芸

能
史
や
国
文
学
の
先
行
研
究
が
外
か
ら
眺
め
ら
れ
た
状
況
論
的
歴
史
叙
述
を
し
て

い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
た
上
で
研
究
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。

第
一
一
に
、
絵
図
の
残
っ
て
い
な
い
都
市
域
に
お
け
る
空
間
構
造
の
解
明
を
ど
の



よ
う
に
行
う
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
本
書
の
収
録
論
文
に
お
い
て
も
絵
図
の

有
無
が
、
空
間
構
造
の
解
明
の
差
に
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
評
者
は
町
に

残
る
家
屋
敷
の
売
買
の
記
録
と
、
家
持
と
家
守
に
よ
る
連
判
状
の
連
判
順
な
ど
を

内
沼
】

基
に
町
の
空
間
構
造
を
復
元
し
た
こ
と
が
あ
る
。
絵
図
が
残
さ
れ
て
い
な
く
て
も

空
間
構
造
の
復
元
を
常
に
心
が
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
三
に
都
市
政
策
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。

社
会
集
団
の
構
造
の
変
化
や
他
の
社
会
集
団
と
の
関
係
の
変
容
は
、
幕
府
の
都
市

政
策
と
複
雑
に
関
連
し
て
い
る
。
本
書
で
も
神
田
由
築
論
文
で
は
幕
府
の
天
保
改

草
に
よ
る
芸
能
集
団
の
変
容
が
解
明
さ
れ
、
渡
辺
祥
子
論
文
で
は
幕
府
の
和
薬
改

会
所
の
設
置
が
薬
種
仲
間
に
与
え
た
影
響
が
明
ら
か
に
な
り
、
原
直
史
論
文
で
は

幕
府
の
箱
館
産
物
会
所
の
仕
法
に
伴
う
干
鰯
屋
仲
間
の
変
容
が
究
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
社
会
集
団
を
動
態
的
に
捉
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
四
に
分
節
的
把
握
の
第
二
段
階
と
さ
れ
る
研
究
の
充
実
が
挙
げ
ら
れ
る
。
八

木
滋
氏
は
、
近
年
の
近
世
大
坂
の
研
究
が
数
の
上
で
は
蓄
積
が
進
ん
で
お
り
、

れ
が
大
坂
の
全
体
像
を
描
き
う
る
ま
で
に
は
至
つ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
そ
の
準

備
を
着
々
と
進
め
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
(
三

0
0ペ
ー
ジ
)
。

こ
の
よ
う
に
近
世
大
坂
研
究
は
進
展
し
て
き
て
い
る
と
い
え
る
が
、
今
後
さ
ら
に

個
々
の
社
会
集
団
の
構
造
を
具
体
的
に
究
明
し
、
社
会
集
団
関
の
重
層
と
複
合
関

係
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
を
充
実
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
町
人
身
分

の
研
究
だ
け
で
は
な
く
、
武
士
身
分
や
宗
教
者
、
え
た
・
非
人
身
分
な
ど
の
研
究

も
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
に
近
世
大
坂
の
全
体
構
造
の
解
明
と
い
う
課
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。
吉
田
伸

之
氏
の
い
う
分
節
的
把
握
の
第
三
段
階
「
分
節
的
把
握
の
総
合
化
」
で
あ
る
。
本

書
も
含
め
て
近
世
大
坂
の
個
別
研
究
は
徐
々
に
蓄
積
さ
れ
て
き
て
お
り
、

そ
の
内

容
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
蓄
積
を
統
合
し
て
、
近
世
大
坂
の

全
体
構
造
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
段
階
が
近
づ
い
て
い
る
。
し
か

し
社
会
構
造
の
細
部
を
考
察
す
る
こ
と
な
し
に
性
急
に
答
え
を
求
め
る
の
で
は
な

く
、
本
書
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
構
造
分
析
を
丁
寧
に
積
み
重
ね
て
い
く
必
要

が
あ
る
と
い
え
る
。

以
上
、
本
書
に
即
し
て
近
世
大
坂
研
究
の
課
題
を
ま
と
め
て
み
た
が
、
本
書
の

論
点
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
筆
者
の
力
量
不
足
か
ら
誤
っ
た
評
価
を
し
て
い

る
点
も
あ
る
か
と
思
う
。
そ
の
点
は
ご
寛
恕
を
請
い
た
い
。

注(1) 
朝
尾
直
弘
「
近
世
白
身
分
制
と
賎
民
」
(
『
部
落
問
題
研
究
』
六
八
号
、

一
九
八
一
年
、
後

そ

に
『
都
市
と
近
世
社
会
を
考
え
る
』
朝
日
新
聞
社
、

一
九
九
五
年
に
収
録
)
を
参
照
。

(
2〉

「
社
会
集
団
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
歴
史
学
研
究
』
五
四
八
号
、

一
九
八
五
年
、
後
に
『
近

世
田
本
身
分
制
由
研
究
』
兵
庫
県
部
落
問
揺
研
究
所
、

一
九
八
七
年
に
収
録
)
を
参
昭
吋

(3) 
「
巨
大
城
下
町
l
江
戸
」

Q
岩
波
講
座
日
本
適
史
』
一
五
巻
近
世
五
二
九
九
五
年
、
後

に
『
巨
大
城
下
町
江
戸
の
分
節
構
造
』
山
川
出
版
社
、
二
O
O
O年
に
収
録
)
吾
参
回
吋

(
4
)
 
乾
宏
巳
「
大
坂
町
人
社
会
の
構
造
l
人
口
動
態
に
お
け
る
l
」
(
津
田
秀
夫
編
『
近
世

国
家
の
展
開
』
塙
重
一
房
、

}
九
八
O
年
)
を
参
照
。

(5) 
拙
稿
「
宝
暦
i
天
明
期
に
お
け
る
大
坂
の
町
と
職
業
集
団
白
構
造
l
北
久
宝
寺
町
三
丁

目
を
中
心
と
し
て
」
(
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
五
五
号
〉
に
お
い
て
も
、
北
船
場
地
域
に
裏
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借
家
層
が
滞
留
し
て
い
る
状
況
を
指
摘
し
た
。

(6) 
注

4
に
記
し
た
乾
宏
巳
論
文
を
参
照
。

(
7
)
 
塚
田
孝
他
編
『
身
分
的
周
縁
』
(
部
落
問
題
研
究
所
、
一
九
九
四
年
)
。
久
留
島
浩
他
編

『
シ
リ
ー
ズ
近
世
の
身
分
的
周
縁
』
一

1
六
巻
(
吉
川
弘
文
館
、
二

O
O
O年
〉
を
参

照

(
8
)
 
「
近
世
都
市
に
お
け
る
株
仲
間
と
町
共
同
体
」
(
『
歴
史
学
研
究
』
五
六

O
号)。

〔

9
)

注
2
に
記
し
た
塚
田
孝
論
文
を
参
照
。

(
叩
)

『
近
世
田
都
市
社
会
史
l
大
坂
を
中
心
に
』
(
青
木
書
庖
、

一
九
九
六
年
こ
九

O
ベ
l

ジ
を
参
照
。

(
日
)

注
7
に
記
し
た
久
留
島
浩
他
編
『
シ
リ
ー
ズ
近
世
の
身
分
的
周
縁
』
六
巻
、
七
五

1
七

九
ペ
ー
ジ
を
参
照
。
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〈
辺
)

注
5
に
記
し
た
拙
稿
を
参
照
。

付
記小

稿
は
-
一

O
O
一
年
七
月
二
二
日
の
近
世
大
坂
研
究
会
・
大
阪
都
市
諸
階
層
研
究
会
合
同
研

究
会
に
お
け
る
報
告
を
基
に
成
稿
し
た
も
由
で
あ
る
。

(二

O
O
一
年
二
月
刊
、
山
川
出
版
社
、
三
二
一
一
ペ
ー
ジ
、
三
五

O
O円
)


