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医学文化館･開館2周年記念

ユ
ニ
ー
ク

＊
半
世
紀
に
亘
る
錦
絵
蒐
集
の
歩
み
、
そ
の
特
異
な
テ
ー
マ
の
全
貌
を
世
に
お
く
る
″

⑪
本
書
は
、
医
学
史
に
ご
迪
詣
の
深
い
中
野
操
先
生
が
ご
研
究
、

ご
診
療
の
か
た
わ
ら
、
三
十
数
年
に
亘
っ
て
詩
心
収
集
さ
れ
た

医
学
関
係
の
錦
絵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
約
二
百
点
の
中
か
ら
、
特
に

医
学
に
関
連
の
深
い
逸
品
を
選
び
、
中
野
先
生
み
ず
か
ら
分
類
．

編
集
し
、
適
切
な
解
説
を
付
し
た
も
の
で
す
。

②
炳
気
の
錦
絵
、
医
事
や
惟
嫉
に
側
巡
の
あ
る
錦
絵
は
そ
の
性

桔
上
流
布
さ
れ
て
い
る
も
の
が
少
な
い
。
そ
う
し
た
川
雌
な
条

件
の
中
で
多
年
に
亘
り
収
柴
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
錦
絵
は
ま
さ
に

特
殊
な
収
櫻
で
あ
り
、
非
常
に
怖
少
仙
仙
の
問
い
も
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
錦
絵
の
集
大
成
と
言
え
る
本
杵
は
、
わ
が
Ｍ
で
初
め

て
の
も
の
で
、
医
学
的
に
も
興
味
深
く
、
ま
た
江
戸
時
代
の
服

民
生
活
や
風
俗
の
一
面
を
知
る
上
に
も
世
亜
な
も
の
と
言
え
ま

す
。③

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
書
は
浮
世
絵
、
錦
絵
の
愛
好
家
や
収

集
家
は
も
と
よ
り
、
多
く
の
医
家
や
江
戸
時
代
の
風
俗
史
、
人

情
史
、
人
事
生
活
史
に
関
心
あ
る
方
々
の
必
統
必
見
の
排
し
一
筒

う
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
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一一

疾
病
の
治
癒
を
企
図
す
る
努
力
は
人
類
の
文
化
と
共
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
原
始
人
に
と
っ
て
は
食
料
の
確
保
、
住
居
の
構
築
、

衣
類
の
製
作
は
最
も
先
決
を
要
す
る
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
生
命
の
保
持
、
子
孫
の
養
育
上
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
類
の
文
化
の
芽
生
え
が
多
少
な
り
と
も
そ
の
姿
を
現
わ
す
と
共
に
、
疾
病
に
よ
る
苦
痛
の
除
去
、
お
よ
び
そ
れ
に

よ
る
死
亡
か
ら
の
脱
却
を
所
期
す
る
努
力
が
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
苦
痛
は
人
類
に
必
要
な
生
産
を
さ
ま
た
げ
、
死
亡
は
人
類
の
保
存
を

あ
や
う
く
す
る
か
ら
で
あ
る
が
、
何
よ
り
も
人
為
の
す
べ
て
に
と
っ
て
本
能
的
に
厭
わ
し
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
併
し
原
始
時
代
に
あ
っ
て

は
、
疾
病
の
原
因
と
い
う
も
の
は
、
外
傷
の
加
ぎ
を
除
い
て
は
不
明
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
判
ら
ぬ
も
の
は
何
か
超
自
然
的
な
し
か
も
人
類
と

同
じ
よ
う
な
意
思
を
有
す
る
者
の
力
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
、
例
え
ば
神
の
怒
り
、
邪
霊
の
崇
り
と
い
っ
た
も
の
に
帰
せ
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
原
始
時
代
に
は
洋
の
東
西
や
人
種
の
如
何
を
問
わ
ず
共
通
し
た
考
え
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
、
こ
の
超
自
然

力
と
人
間
と
の
間
に
立
っ
て
通
訳
の
よ
う
に
そ
の
間
の
意
思
を
疎
通
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
更
に
進
ん
で
こ
れ
に
対
処
す
る
方
法
を
知
っ
て
い

る
者
、
或
は
少
く
と
も
そ
の
よ
う
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
者
が
現
わ
れ
た
が
、
こ
れ
が
巫
者
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
が
そ
の
目
的
を
達
す
る
た
め

に
行
っ
た
方
法
が
呪
術
で
あ
る
。
こ
う
い
う
超
自
然
力
に
対
応
す
る
た
め
で
あ
る
か
ら
、
巫
者
に
よ
る
呪
術
は
疾
病
に
関
し
て
の
み
行
な
わ
れ

古
代
に
お
け
る
民
間
医
の
変
遷

｜
巫
術
か
ら
医
術
へ

溌
霧
霊
霊
一
該
鑑
需
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
十
四
日
受
付

久
米
幸
夫
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る
も
の
で
は
な
い
。
食
料
の
獲
得
は
、
狩
猟
・
漁
携
、
多
少
進
ん
で
は
娠
耕
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
の
蓮
そ
れ
ら
は
必
要
量
を
常
に
保
障
す

る
も
の
と
は
限
ら
ず
、
耕
作
と
い
う
遙
か
に
進
歩
し
た
方
法
が
案
出
さ
れ
且
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
、
そ
れ
に
よ
る
収
穫
は
む
し

ろ
多
く
の
場
合
不
安
定
で
あ
っ
て
、
天
候
例
え
ば
暴
風
雨
、
大
旱
な
ど
人
力
で
左
右
で
き
な
い
原
因
に
よ
っ
て
甚
だ
し
く
損
な
わ
れ
た
。
こ
う

い
う
超
自
然
と
考
え
ら
れ
る
原
因
に
対
し
て
は
呪
術
は
常
に
登
場
す
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
豊
漁
や
豊
作
を
祈
る
た
め
の
呪
術
者
と
し
て
も
巫

者
は
そ
の
役
割
を
果
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ア
ジ
ア
大
陸
の
北
部
を
占
拠
し
て
い
る
ウ
ラ
ル
・
ア
ル
タ
イ
民
族
に
古
く
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
る
シ

ャ
ー
マ
’
一
ズ
ム
は
こ
の
例
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
行
な
う
呪
術
者
は
シ
ャ
ー
マ
ソ
と
呼
ば
れ
る
が
、
今
日
な
お
東
北
ア
ジ
ア
に
広
く
見
ら
れ
る
と

（
１
）

い
う
。
恐
ら
く
西
洋
諸
国
に
於
て
も
昔
は
同
様
の
こ
と
が
観
ら
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

わ
が
国
の
歴
史
上
で
も
「
魏
志
倭
人
伝
」
中
に
記
さ
れ
て
い
る
鬼
道
を
事
と
し
た
と
い
う
卑
弥
呼
や
、
伝
説
的
な
人
物
で
あ
る
神
功
皇
后
が

シ
ャ
ー
マ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
呪
術
者
の
中
の
有
力
な
者
は
、
例
え
ば
卑
弥
呼
の
如
く
、
祭
主
的
王
と
も
な

っ
て
権
勢
を
得
る
に
至
っ
た
が
、
一
般
的
に
は
単
な
る
巫
者
に
と
ど
ま
っ
た
。

こ
う
い
う
風
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
原
初
に
あ
っ
て
は
医
は
巫
と
し
て
現
わ
れ
、
多
少
進
歩
し
た
段
階
に
於
て
も
な
お
医
は
巫
と
未
分
化
の
状

態
で
存
在
し
た
。
こ
の
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
決
し
て
笑
う
資
格
を
持
っ
て
い
な
い
。
現
在
に
於
て
さ
え
も
疾
病
治
療
の
目
的
で
お
ま
じ
な
い
や

祈
祷
の
類
が
一
部
に
行
な
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
そ
れ
の
象
な
ら
ず
、
薬
剤
や
検
査
に
対
す
る
過
信
と
い
う
迷
信
が
あ
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
で

き
な
し
。
未
分
化
の
時
代
の
原
始
的
想
念
と
い
っ
た
も
の
が
潜
在
的
に
そ
し
て
遺
伝
的
に
人
類
の
思
考
の
中
に
残
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
２
）

い
ず
れ
に
せ
よ
太
古
に
於
て
は
医
と
巫
と
は
同
一
の
人
物
が
示
す
二
つ
の
行
動
面
で
あ
っ
た
。
中
国
に
於
て
は
そ
の
古
典
「
山
海
経
」
に
は
、

巫
抵
、
巫
履
、
巫
相
な
ど
と
い
う
名
が
見
え
、
「
皆
神
医
な
り
」
と
注
さ
れ
て
い
る
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
巫
は
同
時
に
医
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
後
文
化
の
進
歩
と
共
に
治
療
に
関
す
る
実
際
的
な
知
識
が
増
加
し
整
理
さ
れ
て
く
る
に
つ
れ
て
両
者
は
次
第
に
分
化
し
、
周
の
官
制

を
記
し
た
「
周
礼
」
に
は
初
め
て
巫
と
区
別
し
て
医
と
い
う
官
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
わ
が
国
の
令
制
に
於
て
も
典
薬
寮
に
は
医
師
の
他
に
呪
禁
師

と
い
う
官
が
か
な
り
長
い
間
存
続
し
た
事
実
が
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
と
も
比
較
さ
れ
た
し
。
こ
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
に
至
っ
て
「
春
秋
左
氏
伝
」
に
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事
情
は
わ
が
国
で
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
古
代
神
話
に
現
わ
れ
る
因
幡
の
白
兎
の
物
語
は
初
歩
の
医
術
を
思
わ
せ
る
が
、
大
国
主
命
が
火
傷
を

負
っ
た
折
の
治
療
は
医
術
と
も
呪
術
と
も
言
い
に
く
い
も
の
が
あ
る
。
が
、
と
に
か
く
人
類
の
文
化
が
漸
く
進
む
に
従
っ
て
医
術
は
呪
術
か
ら

次
第
に
離
れ
て
そ
れ
自
体
独
立
す
る
傾
向
を
見
せ
は
じ
め
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
直
ち
に
医
と
い
う
職
業
を
持
つ
者
が
社
会
に
出
現
す
る
こ

と
を
意
味
し
な
い
。
医
術
の
効
能
が
多
少
な
り
と
も
認
め
ら
れ
、
他
方
社
会
の
進
歩
と
共
に
人
々
の
富
が
増
大
し
て
、
如
何
な
る
形
式
に
せ
よ

医
者
の
治
療
に
そ
の
対
価
を
支
払
い
得
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
耕
作
等
の
間
の
半
分
以
上
片
手
間
の
仕
事
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
医

術
を
業
と
す
る
者
が
庶
民
の
集
団
の
中
に
現
わ
れ
る
。
そ
し
て
更
に
社
会
が
発
達
し
て
人
々
か
ら
の
需
要
が
増
大
す
る
に
至
っ
て
、
は
じ
め
て

「
く
す
し
」
と
名
の
る
者
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
。
社
会
の
経
済
状
態
が
次
第
に
良
く
な
り
、
人
々
が
多
少
の
富
を
所
有
す
る
よ
う
に
な
ら

ぬ
う
ち
は
、
「
く
す
し
」
は
職
業
と
し
て
存
在
し
得
な
い
。

適
当
な
比
較
で
は
な
い
と
い
う
批
判
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
が
、
江
戸
時
代
中
期
に
い
た
る
ま
で
江
戸
に
は
穏
母
、
す
な
わ
ち
明
治
以
後
の
産

婆
、
今
日
の
助
産
婦
と
い
う
に
値
す
る
者
が
な
か
っ
た
。
「
安
斎
随
筆
」
は
、
江
戸
中
期
の
故
実
家
伊
勢
貞
丈
の
著
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に

穏
母
、
と
り
あ
げ
ば
ば
也
、
国
史
、
三
鏡
等
古
代
の
実
録
に
と
り
あ
げ
ぱ
ぱ
の
事
な
し
、
産
に
な
れ
た
る
常
の
老
女
、
此
事
を
せ
し
な

る
べ
し
、
今
の
世
の
と
り
あ
げ
ば
と
と
い
ふ
物
は
近
世
の
事
也
、
是
は
老
女
な
ど
め
し
つ
か
ふ
事
も
な
き
い
や
し
き
者
、
あ
た
り
隣
の
産

（
３
）

は
医
緩
・
医
和
と
い
う
名
称
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
両
者
は
な
お
歓
然
と
区
別
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
論
語
」

の
「
人
而
無
二
恒
心
一
、
不
し
可
三
以
作
呈
巫
医
一
」
と
い
う
言
葉
は
之
を
示
す
が
、
こ
の
言
葉
は
巫
や
医
が
有
識
人
か
ら
見
て
一
般
に
甚
だ
低
い

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
実
際
医
術
と
呪
術
と
の
分
離
は
か
な
り
後
世
ま
で
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
医
術
の
中
に
長
い

間
呪
術
が
混
在
し
て
い
て
、
わ
が
国
十
世
紀
末
の
有
名
な
「
医
心
方
」
中
に
も
お
ま
じ
な
い
の
よ
う
な
も
の
が
諸
所
に
見
ら
れ
る
。
更
に
平
安

（
４
）

時
代
の
末
期
に
於
て
す
ら
、
中
宮
の
お
産
に
際
し
て
典
薬
頭
と
も
あ
ろ
う
者
が
呪
術
を
行
な
っ
て
い
る
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。

二
民
間
医
の
出
現

115 （3）



に
な
れ
た
る
人
を
頼
象
、
そ
の
頼
ま
れ
し
人
を
功
者
也
と
い
ひ
ふ
れ
て
所
を
よ
り
頼
ま
れ
し
が
、
後
に
は
家
業
の
様
に
な
り
て
、
と
り
あ

げ
ば
と
と
云
者
出
来
し
な
る
べ
し
、
云
々

（
５
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
有
徳
院
殿
御
実
紀
附
録
」
に
は
「
後
宮
の
女
房
懐
妊
せ
し
時
、
京
よ
り
名
あ
る
穏
母
を
め
さ
れ
」
と
あ
り
、
有

徳
院
殿
は
徳
川
八
代
将
軍
吉
宗
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
に
い
た
っ
て
さ
え
産
婆
を
業
と
し
て
名
あ
る
者
が
江
戸
に
は
居
住
し
て
い
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
な
お
こ
の
名
あ
る
穏
母
は
任
務
の
終
る
ま
で
江
戸
に
滞
在
さ
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
間
有
徳
の
町
人
た
ち
の
招
請
で
席
の
あ
た
た
ま
る
暇

が
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
と
同
じ
く
古
代
に
お
い
て
も
、
一
般
の
人
冬
そ
れ
も
財
を
有
す
る
人
を
か
ら
の
需
要
が
大
き
く
な
り
、
Ｉ
そ

れ
は
医
術
の
効
果
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
ｌ
こ
れ
に
応
え
て
「
く
す
し
」
を
標
傍
す
る
者
も
多
く
な
り
、
遂
に
は

之
を
生
業
と
す
る
者
が
現
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

従
っ
て
医
師
は
文
化
の
進
歩
、
社
会
の
要
求
に
応
じ
て
自
ず
か
ら
現
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
何
か
の
制
度
ｌ
そ
れ
は
巨
大
な
権
力
の
存
在
を

前
提
と
す
る
が
ｌ
に
よ
っ
て
人
為
的
に
造
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
先
づ
出
現
し
た
も
の
は
民
間
の
医
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
学
と

呼
ぶ
に
は
余
り
に
幼
稚
で
あ
り
、
術
と
言
っ
て
も
呪
術
と
大
し
た
相
違
が
な
い
に
し
て
も
、
最
初
に
現
わ
れ
た
の
は
民
間
医
で
あ
っ
て
、
こ
の

こ
と
は
く
ど
く
ど
言
わ
な
く
と
も
自
明
の
こ
と
と
わ
た
く
し
に
は
思
わ
れ
る
。
中
国
に
お
い
て
医
官
の
制
度
が
現
わ
れ
た
の
は
周
王
朝
に
於
て

で
あ
る
が
、
既
に
そ
れ
ま
で
に
民
間
に
医
者
が
、
そ
の
名
は
殆
ど
伝
わ
ら
な
い
と
し
て
も
、
と
に
か
く
疾
病
を
治
療
す
る
特
殊
の
技
能
あ
り
と

信
じ
ら
れ
た
者
が
か
な
り
多
数
に
存
在
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
医
官
の
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
の
理
解
し
得

（
６
）

な
い
の
は
、
周
の
時
代
の
医
師
は
官
医
で
あ
っ
て
、
民
間
に
医
者
の
現
わ
れ
た
の
は
春
秋
の
時
代
に
至
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
す
る
よ
う
な
説
で

あ
る
。
こ
れ
は
本
末
を
顛
倒
し
て
い
る
と
思
う
。
国
家
の
官
制
が
整
っ
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
民
間
の
医
者
の
中
の
優
れ
た
者
が
官
医
と
し
て

採
用
さ
れ
、
官
制
の
枠
組
の
中
に
組
込
ま
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
周
王
朝
の
時
代
に
は
っ
き
り
と
制
度
化
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な

か
ろ
う
か
。
春
秋
の
時
代
に
初
め
て
現
れ
た
と
い
う
の
は
名
の
伝
わ
る
民
間
医
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
よ
り
以
前
か
ら
か
な
り
の
数
の
無
名

の
民
間
医
が
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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ﾛ

同
様
の
解
釈
は
わ
が
律
令
国
家
に
就
て
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
こ
の
時
代
に
は
中
央
に
お
け
る
典
薬
寮
建
内
薬
司
（
八
九
六
年
典
薬
寮
に
併

合
）
そ
の
他
二
’
三
の
官
司
の
医
師
、
お
よ
び
諸
国
に
一
名
宛
配
置
さ
れ
た
国
医
師
た
ち
に
よ
っ
て
の
み
医
療
が
行
な
わ
れ
た
と
す
る
説
で
あ

る
（
律
令
制
の
医
師
と
は
官
名
で
あ
っ
て
、
現
在
の
そ
れ
と
は
意
味
が
異
な
る
）
。
庶
民
の
診
療
も
彼
ら
官
医
の
み
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
と
す
る
の
で

（
７
）

あ
っ
て
、
従
っ
て
こ
の
こ
と
は
一
種
の
医
療
国
営
制
度
で
あ
っ
た
と
い
う
解
釈
を
生
ず
る
。
わ
た
く
し
は
前
著
に
於
て
そ
の
し
か
る
べ
か
ら
ざ

る
こ
と
、
且
そ
の
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
わ
が
国
の
場
合
も
最
初
に
く
す
し
の
現
れ
た
の
は
民
間
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
今

日
の
よ
う
に
医
を
生
業
と
す
る
者
で
は
な
く
、
農
耕
、
漁
猟
に
従
事
す
る
か
た
わ
ら
、
依
頼
に
応
じ
て
呪
術
と
共
に
医
療
に
類
し
た
行
為
を
す

る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
社
会
も
医
術
も
次
第
に
進
歩
し
て
律
令
制
が
布
か
れ
た
後
も
庶
民
の
疾
病
の
治
療
に
当
っ
た
の
は
主
と
し
て
民

間
医
で
あ
っ
た
と
信
ず
る
。
但
し
需
要
は
極
め
て
小
さ
か
っ
た
と
思
う
。
律
令
国
家
に
お
け
る
民
間
医
の
存
在
に
つ
い
て
は
第
五
節
で
更
に
論

じ
、

芋声
ノー

い
0

医
学
と
称
す
る
に
値
す
る
も
の
は
、
最
初
は
朝
鮮
を
通
じ
て
、
次
で
中
国
と
の
通
交
が
開
け
て
か
ら
は
直
接
中
国
か
ら
伝
え
ら
れ
た
大
陸
の

医
学
で
あ
っ
た
。
仏
教
の
伝
来
に
伴
っ
て
印
度
の
医
学
の
影
響
も
受
け
た
が
、
以
後
主
流
と
な
っ
た
の
は
中
国
の
医
学
で
あ
る
。
倭
、
倭
人
、

倭
国
の
名
称
は
一
世
紀
後
半
の
中
国
の
史
書
（
「
後
漢
書
」
）
に
す
で
に
現
れ
る
が
、
四
世
紀
に
な
る
と
倭
国
は
統
一
国
家
と
し
て
朝
鮮
半
島
に

進
出
し
て
お
り
、
五
世
紀
に
は
中
国
南
朝
の
宋
に
は
屡
々
使
を
遣
わ
し
て
、
之
に
朝
貢
を
し
て
い
る
。
か
の
国
の
正
史
に
所
謂
倭
の
五
王
と
し

て
讃
・
珍
・
済
・
興
・
武
の
名
が
見
ら
れ
る
が
、
讃
は
応
神
あ
る
い
は
仁
徳
、
珍
は
仁
徳
か
反
正
、
済
は
允
恭
、
興
は
安
康
、
武
は
雄
略
の
諸

天
皇
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
南
朝
と
の
通
交
は
東
ア
ジ
ア
に
於
け
る
わ
が
国
の
国
際
的
地
位
を
確
保
す
る
た
め
の
外
交
的
な
目
的
を
有
す
る
も

の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
当
然
同
時
に
大
陸
の
す
ぐ
れ
た
文
物
に
接
し
、
之
を
摂
取
す
る
機
会
を
興
え
た
。
医
学
の
輸
入
も
そ
の
一
つ
で

（
８
）

あ
る
。
医
療
を
受
け
る
に
は
対
価
を
要
し
、
従
っ
て
あ
る
程
度
の
富
の
所
有
を
前
提
と
す
る
こ
と
は
さ
き
に
記
し
た
が
、
こ
の
新
ら
し
い
そ
し

三
大
陸
医
学
の
伝
来
と
医
官
の
成
立
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ま
う

三
年
の
春
正
月
の
辛
酉
の
朔
に
、
使
を
遣
し
て
良
き
医
を
新
羅
に
求
む
。
秋
八
月
に
、
医
、
新
羅
よ
り
至
で
た
り
、
即
ち
天
皇
の
病
を

い

治
め
し
む
。
幾
時
も
経
ず
し
て
、
病
已
に
差
え
ぬ
。
天
皇
、
歓
び
た
ま
ひ
て
厚
く
医
に
賞
し
て
国
に
帰
し
た
ま
ふ
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
朝
廷
に
出
入
り
の
く
す
し
た
ち
あ
る
い
は
嘱
託
の
く
す
し
た
ち
ｌ
こ
の
人
々
も
そ
の
前
に
長
い
間
治
療
を
試
み

た
の
で
あ
ろ
う
が
ｌ
に
信
を
お
か
な
か
っ
た
天
皇
も
大
陸
か
ら
の
新
し
い
医
療
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
治
し
て
い
る
。
「
古
事
記
」
に

コ
ム
ハ
チ
ム
カ
ム
キ
ム

よ
れ
ば
こ
の
時
の
良
医
の
名
は
金
波
鎮
漢
紀
武
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
人
物
は
短
期
間
滞
在
し
た
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
正
式
に
わ
が
国
人

に
医
術
を
教
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
彼
に
接
し
た
知
識
欲
に
富
む
何
人
か
が
多
少
そ
の
技
術
の
伝
授
を
受
け
た
可
能

性
は
あ
る
。
当
時
の
国
力
も
制
度
も
先
進
技
術
者
を
国
内
に
と
ど
め
て
そ
の
知
識
を
吸
収
す
る
と
い
う
程
度
に
達
せ
ず
、
ま
た
諸
豪
族
も
そ
の

こ
と
に
関
心
が
す
ぐ
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
六
世
紀
に
入
り
、
〃
仏
教
伝
来
の
頃
に
な
る
と
、
政
府
自
体
が
積
極
的
に
諸
文
化

く
す
り

を
摂
取
す
る
こ
と
を
努
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
欽
明
紀
」
十
五
年
に
は
百
済
か
ら
諸
博
士
が
渡
来
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
医
博
士
、
採

て
は
る
か
に
進
歩
し
た
医
術
を
享
受
し
得
た
者
は
先
づ
支
配
階
級
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

こ
れ
以
後
大
和
朝
廷
に
お
け
る
官
司
制
度
は
次
第
に
整
備
さ
れ
て
行
く
が
、
な
お
こ
の
頃
に
は
医
官
と
い
う
ほ
ど
の
者
は
存
在
し
な
か
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
日
本
書
紀
」
に
よ
れ
ば
允
恭
天
皇
は
病
弱
を
理
由
と
し
て
即
位
を
辞
し
て
い
る
。
「
允
恭
紀
」
を
借
り
る
と
、
天
皇
は

さ
い
は
い
な
き
こ
と

か
か

あ
る

ま
た
や
つ
が
れ

も
う

我
が
不
天
、
久
し
く
篤
き
病
に
離
り
て
、
歩
行
く
こ
と
能
は
ず
、
且
我
既
に
病
を
除
か
む
と
し
て
独
り
奏
言
さ
ず
し
て
而
も
密
に

身
を
破
り
て
病
を
治
む
れ
ど
病
差
ゆ
る
こ
と
な
し

と
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
天
皇
は
お
の
が
病
を
治
そ
う
と
し
て
父
帝
に
も
話
さ
ず
侍
臣
に
も
知
ら
さ
ず
、
こ
っ
そ
り
と
自
ら
治
療
を
試
承

て
い
る
。
「
身
を
破
る
」
と
は
ど
う
い
う
方
法
で
あ
っ
た
か
判
ら
な
い
が
、
何
か
の
形
の
「
物
理
療
法
」
で
で
も
あ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
の
記
録

は
当
時
の
く
す
し
を
頼
む
に
足
ら
ぬ
者
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
同
時
に
後
世
の
平
安
時
代
の
貴
族
た
ち
の
医
学
の
造
詣
を
示
す
諸

記
録
（
例
え
ば
、
九
条
兼
実
の
日
記
「
玉
葉
」
）
の
先
縦
を
な
す
か
の
如
き
感
が
あ
る
。

更
に
「
允
恭
紀
」
三
年
条
に
は

／穴、
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か
り薬

博
士
と
い
う
名
が
見
え
る
。
こ
（

る
と
別
の
人
物
と
交
替
し
て
い
る
。

あ
か
ふ
と
り
お
も
と
く
す
し

医
官
と
見
倣
す
べ
き
最
初
の
記
録
と
し
て
は
、
七
世
紀
に
な
っ
て
「
天
武
紀
」
朱
烏
元
年
（
六
八
六
）
四
月
条
に
侍
医
桑
原
村
里
訶
都
の
名

お
く
に

が
、
更
に
同
年
五
月
条
に
侍
医
百
済
人
億
仁
の
名
が
現
わ
れ
る
。
こ
れ
よ
り
さ
き
「
天
武
紀
」
四
年
（
六
七
五
）
正
月
条
に
は
大
学
寮
、
陰
陽

寮
、
外
薬
寮
の
名
が
見
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
記
録
を
文
字
通
り
評
価
し
得
な
い
に
せ
よ
、
官
司
制
度
が
一
応
整
っ
た
こ
と
を
示
し
、
医
官
の
制

度
も
設
け
ら
れ
た
こ
と
を
知
り
得
る
。
な
お
こ
の
外
薬
寮
は
後
の
典
薬
寮
に
相
当
す
る
。

く
す
し
え
に
ち

そ
れ
よ
り
も
更
に
前
に
推
古
天
皇
三
十
一
年
（
六
一
三
）
に
唐
か
ら
留
学
生
の
一
行
が
帰
国
し
、
医
恵
日
ら
が
唐
の
制
度
に
な
ら
う
べ
き
こ

と
を
進
言
し
た
。
以
来
半
世
紀
を
経
て
お
り
、
何
の
記
録
も
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
間
先
進
国
に
倣
お
う
と
す
る
政
府
の
努
力
は
並
々
な
ら
ぬ

も
の
が
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
し
て
、
た
と
え
天
智
朝
に
お
け
る
近
江
令
の
公
布
が
事
実
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
天
武
朝
で
は
飛
鳥
浄
御
原
律

令
が
制
定
（
六
八
○
年
以
後
）
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
間
に
諸
制
度
の
整
備
は
着
々
と
し
て
行
な
わ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
以
上

の
諸
司
や
医
官
が
あ
っ
た
こ
と
に
は
不
思
議
は
な
い
。
印
刷
と
い
う
技
術
は
な
く
、
ま
た
紙
は
非
常
な
貴
重
品
で
あ
っ
た
か
ら
、
恵
日
の
よ
う

な
多
年
留
学
を
し
た
人
物
を
除
け
ば
、
新
し
い
学
術
の
習
得
は
一
般
に
非
常
に
困
難
な
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
晴
唐
の
医
術
を
学
習
す
る

こ
と
の
で
き
た
者
は
国
内
の
狭
い
文
化
圏
に
お
け
る
極
め
て
少
数
者
に
限
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
後
記
す
る
よ
う
に
、
数
十
年
後
、
否
半

世
紀
以
上
後
の
奈
良
時
代
に
な
っ
て
も
正
規
の
学
業
課
程
を
修
め
た
者
は
少
か
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
は
旧
来
の
医
術
を
伝
え
た
民
間

医
の
中
の
優
秀
な
者
で
、
そ
し
て
恐
ら
く
大
陸
医
学
を
多
少
聞
き
か
じ
っ
た
者
も
医
官
と
し
て
採
用
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
令
や
律
が
あ
る
い
は
改
正
さ
れ
あ
る
い
は
整
頓
さ
れ
て
、
遂
に
大
宝
元
年
（
七
○
こ
に
大
宝
律
令
と
し
て
完
成
さ
れ
、
翌
大
宝

二
年
に
全
国
に
頒
布
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
大
宝
律
令
は
今
日
之
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
之
に
多
少
の
修
正
を
加

り
ょ
う
の
ぎ
の
げ

え
た
も
の
、
従
っ
て
大
き
な
相
違
は
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
養
老
律
令
（
七
一
八
年
制
定
）
の
大
部
分
が
「
令
義
解
」
（
八
一
一
三
年
成
立
）
に
よ

っ
て
幸
い
に
之
を
知
り
得
る
。
こ
の
大
宝
律
令
に
よ
っ
て
医
療
に
関
す
る
官
司
や
そ
こ
に
勤
務
す
る
医
官
の
制
度
が
確
立
さ
れ
、
明
文
化
さ
れ

こ
の
人
々
は
正
式
に
新
し
い
学
問
、
技
術
を
伝
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
任
期
が
あ
っ
て
、
一
定
期
間
を
過
ぎ
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そ
れ
で
は
そ
の
医
官
は
ど
の
よ
う
に
し
て
採
用
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
養
成
さ
れ
た
か
。
明
治
政
府
は
そ
の
初
期
に
多
く
の
俊
秀
を
西
洋
諸

国
に
留
学
さ
せ
る
と
共
に
、
多
数
の
御
雇
外
人
教
師
を
招
聰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
泰
西
文
明
の
摂
取
に
努
め
た
。
こ
の
点
人
間
の
考
え
る
こ
と

は
古
代
も
余
り
変
り
が
な
か
っ
た
。
中
国
へ
留
学
生
を
送
っ
た
こ
と
は
推
古
三
十
一
年
そ
の
一
行
が
帰
国
し
た
記
録
が
そ
の
よ
い
例
で
あ
る
。

中
国
か
ら
学
者
を
招
聡
し
た
と
い
う
記
録
は
な
い
が
、
前
記
し
た
百
済
か
ら
の
諸
博
士
は
こ
う
い
う
学
者
や
技
術
者
に
相
当
し
、
ま
た
実
際
に

教
導
に
当
っ
た
で
あ
ろ
う
。
侍
医
百
済
人
億
仁
は
朱
鳥
元
年
に
残
し
て
い
る
が
、
こ
の
と
き
勤
大
壹
位
の
官
位
（
後
の
正
六
位
上
に
相
当
）
を
授

け
ら
れ
、
且
封
戸
百
戸
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
永
年
の
功
績
に
対
す
る
褒
賞
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
か
ら
、
か
な
り
長
期
間
侍
医
と
し
て

勤
務
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
み
れ
ば
、
典
薬
寮
の
医
生
と
い
う
教
育
制
度
は
ま
だ
出
来
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
期
間

に
何
人
か
の
特
志
の
者
に
医
術
を
教
え
た
可
能
性
は
充
分
に
あ
っ
た
、
と
考
え
て
は
誤
ま
り
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
奈
良
時
代
を
通

じ
て
、
あ
る
い
ば
そ
の
後
ま
で
も
、
収
入
の
多
い
国
医
師
の
志
望
者
が
多
か
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
医
術
の
習
得
ｌ
そ
れ
は
医
官
に
任

き
ち
だ

ぜ
ら
れ
る
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
る
が
ｌ
に
積
極
的
な
看
ば
少
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
天
平
二
年
毛
三
ｇ
吉
田
連
宣
旨
蔭
か

ら
の
渡
来
人
）
や
御
立
連
清
道
ら
が
す
で
に
老
齢
に
入
っ
た
の
で
、
そ
の
医
術
の
絶
え
る
こ
と
を
惜
ん
で
、
特
に
官
か
ら
衣
食
を
給
し
た
弟
子

（
給
費
生
）
を
つ
け
て
之
を
学
ば
せ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
（
「
続
日
本
紀
」
天
平
二
年
三
月
条
）
。
習
学
す
る
に
何
か
院
路
が
あ
っ
た
と
い
う
事
情

も
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
積
極
的
な
姿
勢
が
認
め
ら
れ
な
い
。
江
戸
末
期
に
長
崎
の
シ
ー
ポ
ル
ト
の
鳴
滝
塾
や
大
坂
の
緒

方
洪
庵
の
適
塾
に
は
る
ば
る
僻
遠
の
地
か
ら
勉
学
に
お
も
む
い
た
医
学
生
の
気
晩
は
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
医
生
と
し
て
の
修
業

た
と
言
え
る
が
、
制
度
の
確
立
と
そ
の
実
施
と
は
別
の
問
題
で
あ
っ
て
、
直
ち
に
そ
の
通
り
運
営
さ
れ
た
か
否
か
に
は
疑
問
が
あ
る
。
医
官
の

（
７
）

場
合
第
一
の
困
難
は
適
格
者
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
殊
に
国
医
師
の
場
合
に
著
し
い
が
、
こ
れ
に
就
て
は
以
前
の
小
文
に
お

い
て
も
触
れ
た
。四

民
間
医
か
ら
官
医
へ
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を
重
ね
て
も
医
師
と
な
る
こ
と
が
仲
々
困
難
で
あ
り
、
言
わ
ば
労
多
く
て
功
の
少
な
い
魅
力
に
乏
し
い
仕
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

よ
う
な
事
情
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
中
国
の
医
学
を
一
通
り
正
式
に
学
ん
だ
者
は
極
め
て
蓼
々
た
る
も
の
で
、
そ
の
人
々
も
都
や
文
化
の
先
進
地

域
で
あ
る
近
畿
の
一
部
の
地
に
の
み
存
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

医
疾
令
に
よ
る
と
、
典
薬
寮
に
は
医
博
士
（
教
授
）
一
人
、
医
師
十
人
（
所
謂
「
十
医
師
」
）
、
医
生
四
十
名
が
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

（
Ｑ
》
）
。

る
。
典
薬
頭
（
長
官
）
は
後
世
に
は
医
道
の
極
官
と
な
っ
た
が
、
奈
良
時
代
に
は
医
学
を
学
ん
だ
者
で
あ
る
こ
と
は
少
な
く
（
こ
れ
は
現
代
の
厚

生
省
の
大
臣
や
局
長
が
医
師
で
あ
る
こ
と
が
少
な
い
の
に
似
て
い
る
）
、
そ
の
こ
と
は
平
安
時
代
ま
で
つ
づ
い
て
い
る
。
ま
た
諸
国
で
は
国
医
師
一
人

が
置
か
れ
、
そ
の
下
に
若
干
名
の
国
医
生
が
医
学
を
学
ん
で
い
る
が
、
そ
の
人
数
は
国
の
格
付
け
（
大
・
上
・
中
・
下
国
）
に
よ
っ
て
差
が
あ

る
。
と
こ
ろ
で
都
の
典
薬
寮
に
お
い
て
、
医
博
士
は
と
も
か
く
と
し
て
、
正
規
の
医
学
を
修
め
た
者
が
最
初
か
ら
十
名
揃
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

他
方
文
化
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
よ
う
な
諸
国
に
お
い
て
新
し
い
医
学
を
知
っ
た
者
が
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
国
医
師
の
場
合
に
は
確
か
に
そ
の
よ
う

な
者
は
数
が
足
ら
ず
、
そ
の
た
め
欠
員
と
な
っ
た
国
を
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
続
日
本
紀
」
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
十
一
月
条
に
左
の
如
き
勅
が
出
て
い
る
。

勅
日
。
如
聞
。
頃
年
諸
国
博
士
医
師
。
多
非
二
其
才
｜
・
託
請
得
し
選
。
非
二
唯
損
彦
政
。
亦
無
し
益
し
民
。
自
レ
今
已
後
。
不
し
得
二
更
然
一
。

学
術
が
伴
わ
な
い
の
に
情
実
で
国
博
士
や
国
医
師
と
な
る
の
を
禁
ず
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
段
に
医
師
の
学
ぶ
べ
き
書
物
と
し
て

大
素
、
甲
乙
、
脈
経
、
本
草
な
ど
の
医
書
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
の
諸
害
は
何
れ
も
典
薬
寮
の
医
生
の
必
修
の
教
科
書
目
と

し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
（
「
医
疾
令
」
医
針
生
受
業
条
）
、
国
学
の
教
官
で
あ
る
一
人
前
の
国
医
師
に
戒
告
す
る
た
め
に
こ
れ
ら

を
挙
げ
て
い
る
の
は
奇
妙
な
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
彼
ら
が
正
規
の
学
業
課
程
を
修
め
て
い
な
い
こ
と
を

示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
典
薬
寮
の
十
医
師
は
た
と
え
少
々
未
熟
で
あ
っ
て
も
後
日
習
得
す
る
機
会
が
あ
っ
た
ろ
う
が
、
国
学
に
唯
一
人

の
国
医
師
に
と
っ
て
は
む
づ
か
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
わ
た
く
し
は
、
律
令
国
家
の
初
期
に
は
十
医
師
の
一
部
お
よ
び
国
医
師
の
多
数
は

勅
日
。

（
以
下
略
）
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奈
良
時
代
に
一
般
の
診
療
に
当
っ
た
の
は
官
医
ば
か
り
で
あ
っ
て
民
間
医
と
い
う
者
は
殆
ど
い
な
か
っ
た
と
す
る
説
の
あ
る
こ
と
は
前
に
触

れ
た
が
、
次
に
之
に
対
す
る
反
証
を
挙
げ
よ
う
。

第
一
に
「
令
義
解
」
の
中
に
里
中
医
（
民
間
医
）
と
い
う
語
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
獄
令
」
応
給
衣
糧
条
に

凡
獄
囚
応
し
給
二
衣
糧
蒋
医
薬
一
。
及
修
ニ
ー
理
獄
舎
一
之
類
皆
以
二
臓
贈
等
物
一
充
。
無
則
用
二
官
物
一
。

と
あ
っ
て
、
囚
人
の
衣
糧
医
薬
か
ら
獄
舎
の
修
理
ま
で
原
則
と
し
て
囚
人
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
医
薬
に
就
て
は
「
令
義
解
」
は

正
規
の
過
程
を
踏
ん
だ
者
で
も
な
け
れ
ば
苦
心
し
て
自
ら
学
習
し
た
も
の
で
も
な
く
、
旧
来
の
医
術
Ｉ
そ
の
多
く
は
家
に
伝
わ
っ
た
医
術

ｌ
を
心
得
た
民
間
医
が
多
少
の
断
片
的
新
知
識
を
与
え
ら
れ
た
上
で
官
医
と
し
て
抜
躍
さ
れ
た
者
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
る
。
か
か
る

者
は
政
府
と
し
て
も
望
ま
し
く
な
か
っ
た
こ
と
は
、
前
記
天
平
宝
字
元
年
の
勅
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
何
分
に
も
過
度
期
の
こ
と
と
て
や

む
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
話
も
時
代
も
ち
が
う
が
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
「
小
学
校
令
」
が
発
布
さ
れ
た
後
、
就
学
児
童
が
多

く
な
る
に
つ
れ
て
初
等
教
育
に
あ
た
る
適
格
者
が
不
足
し
、
明
治
三
十
三
年
に
は
代
用
教
員
と
い
う
制
度
を
つ
く
っ
て
之
を
補
っ
た
。
代
用
教

員
は
大
都
市
に
於
て
は
比
較
的
早
く
消
滅
し
た
が
、
田
舎
や
避
椰
の
地
で
は
永
く
存
続
し
昭
和
年
代
ま
で
残
っ
て
い
た
。
奈
良
時
代
の
国
医
師

の
場
合
も
多
少
こ
れ
と
似
た
事
情
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
天
平
宝
字
元
年
は
大
宝
律
令
発
布
よ
り
実
に
半
世
紀
余
を
過
ぎ
た
時
で
あ
る
が
、

な
お
満
足
な
国
医
師
を
充
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
医
疾
令
」
に
従
え
ば
医
生
は
普
通
に
過
程
を
す
ま
せ
ば
二
十
三

歳
位
迄
に
成
業
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
一
定
年
限
か
か
っ
て
も
成
業
し
得
な
い
者
は
元
の
身
分
（
本
色
）
に
か
え
さ
れ
る
（
「
医
疾
令
」
医
針

生
考
試
条
）
立
前
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
は
三
十
歳
を
す
ぎ
て
も
一
人
前
に
な
ら
ず
典
薬
寮
に
く
す
ぶ
っ
て
い
る
者
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
民
間
医
の
中
の
恐
ら
く
優
秀
な
者
が
官
医
と
し
て
吸
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
民
間
医
の
官

医
へ
の
上
昇
時
期
と
も
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

五
律
令
国
家
に
お
け
る
民
間
医
の
存
在
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雇
二
里
中
医
一
令
レ
療
也
。
官
不
レ
給
レ
医
。

と
注
釈
し
て
い
る
。
之
は
官
医
の
他
に
民
間
医
の
存
在
を
何
よ
り
も
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。

第
二
に
「
医
疾
令
」
の
医
生
等
取
薬
部
及
世
習
条
に

凡
医
生
。
按
摩
生
。
呪
禁
生
。
薬
園
生
。
先
取
二
薬
部
及
世
習
一
。
次
取
二
庶
人
年
十
三
已
上
。
十
六
已
下
。
聡
令
者
一
為
之
。

と
あ
り
、
薬
部
及
世
習
の
者
の
子
弟
は
優
先
的
に
医
生
に
採
用
さ
れ
る
。
之
に
就
て
は

謂
。
薬
部
者
。
姓
称
二
薬
師
一
者
。
即
峰
田
薬
師
。
奈
良
薬
師
類
也
。
世
習
者
。
三
世
習
二
医
業
一
。
相
承
為
二
名
家
一
者
也
。

と
「
令
義
解
」
は
注
釈
を
加
え
て
い
る
。
薬
師
と
つ
く
姓
を
持
っ
て
い
て
、
当
時
の
社
会
需
要
か
ら
考
え
れ
ば
全
員
が
医
術
を
心
得
て
は
い
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
一
部
の
者
は
医
業
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
家
系
が
あ
っ
た
訳
で
あ
る
。
ま
た
、
世
習
と
は
三
代
つ
づ
い
て
医
業
に

従
事
し
て
い
て
名
家
と
言
わ
れ
て
い
る
家
の
者
を
指
す
と
い
う
。
ど
ち
ら
も
代
を
重
ね
て
医
を
業
と
し
て
い
る
民
間
医
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
し

く
す
し

第
三
に
、
多
少
間
接
的
な
証
明
で
は
あ
る
が
前
記
の
医
恵
日
の
子
孫
に
ま
つ
わ
る
挿
話
が
あ
る
。
恵
日
は
医
術
を
良
く
し
、
そ
の
子
孫
は
難

波
薬
師
と
い
う
姓
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
難
波
薬
師
奈
良
な
ど
一
族
十
一
名
は
「
我
々
の
遠
祖
徳
来
は
元
は
高
麗

の
人
間
で
あ
り
、
後
に
百
済
に
帰
し
た
が
、
雄
略
朝
に
渡
来
し
た
。
そ
の
五
世
の
孫
が
恵
日
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
後
難
波
薬
師
を
姓
と
し
て
お

り
、
現
在
も
子
孫
は
男
女
を
問
わ
ず
薬
師
を
名
乗
っ
て
い
る
が
、
今
で
は
之
は
名
実
相
伴
わ
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
難
波
薬
師
の
姓
を
改
め

て
、
難
波
連
の
姓
を
い
た
堂
き
た
い
」
と
申
請
し
て
、
許
可
を
受
け
て
い
る
（
「
続
日
本
紀
」
天
平
宝
字
二
年
四
月
条
）
・
こ
の
こ
と
か
ら
恵
日
の

子
孫
の
何
代
か
は
難
波
に
居
住
し
て
医
を
業
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
百
数
十
年
後
に
は
医
術
の
心
得
の
あ
る
者
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
社
会
の
需
要
が
多
く
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
難
波
薬
師
奈
良
は
当
時
内
薬
司
佑
兼
出
雲
国
員

外
嫁
正
六
位
上
と
い
う
官
位
を
持
っ
て
お
り
、
内
薬
司
の
次
官
で
は
あ
る
が
医
術
を
心
得
て
い
た
か
否
か
不
明
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
上
記
の
よ

う
な
申
請
を
す
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
れ
ば
彼
自
身
は
医
術
と
は
す
で
に
無
関
係
で
あ
っ
た
と
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

て
い
る
。
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八
世
紀
末
（
七
九
四
）
都
が
平
安
京
に
遷
っ
た
後
も
、
そ
の
初
期
は
奈
良
朝
の
継
続
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
政
府
は
律
令
制
の
維

持
振
興
に
努
め
た
。
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
九
世
紀
に
は
律
令
国
家
の
諸
制
度
は
次
第
に
弛
緩
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
例
え
ば
、
令
制

の
基
本
と
も
な
る
べ
き
戸
籍
は
た
堂
に
調
査
製
作
が
困
難
に
な
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
ま
こ
と
に
い
い
加
減
な
戸
籍
が
造
ら
れ
た
こ
と
は
周

知
の
通
り
数
々
の
実
例
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
之
を
基
と
す
る
班
田
収
授
と
い
う
土
地
制
度
を
崩
壊
し
、
租
調
庸
と
い
う
徴
税
の
実
行
を
困
難

に
さ
せ
、
遂
に
十
世
紀
初
期
に
な
る
と
之
等
は
殆
ど
不
可
能
と
な
っ
て
来
た
。
も
っ
と
も
苦
捕
は
人
民
の
方
で
は
遙
か
に
甚
だ
し
く
、
徴
税
や

第
四
に
国
医
師
の
実
情
で
あ
る
。
国
医
師
は
そ
の
国
内
か
ら
採
用
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
勤
務
年
数
に
秩
限
（
任
期
）
が
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
そ
の
期
限
が
来
れ
ば
他
の
人
物
と
交
替
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
新
し
い
人
物
も
同
国
内
の
者
で
あ
る
訳
だ
が
、
そ
れ
ま

で
は
官
医
で
は
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
当
然
民
間
医
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
秩
限
の
規
定
は
か
か
る
民
間
医
の
存
在
を
前
提
と
し
な
い
限
り
成
立

（
７
）

し
な
い
筈
で
あ
る
。
な
お
、
僻
遠
の
国
で
は
暫
定
的
に
終
身
官
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
（
「
続
日
本
紀
」
宝
亀
二
年
十
二
月
条
）
。

こ
れ
ら
の
民
間
医
の
多
く
は
文
化
の
先
進
地
域
、
そ
し
て
経
済
力
に
も
富
ん
だ
地
域
に
住
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
難
波
、
奈
良
は
以
前

に
又
は
当
時
都
の
あ
っ
た
所
で
あ
る
。
峰
田
に
就
て
は
「
和
名
類
聚
抄
」
（
源
順
編
、
九
三
○
年
代
に
成
立
）
に
和
泉
国
大
鳥
郡
に
蜂
田
が
あ

（
皿
）

り
、
池
辺
弥
氏
は
蜂
田
薬
師
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
「
新
選
姓
氏
録
」
（
方
多
親
王
そ
の
他
編
、
八
一
五
年
成
立
）
に
は
「
峰
田
薬
師
諸
蕃
」
と

（
ｕ
）

あ
る
か
ら
所
謂
帰
化
系
の
家
柄
で
あ
る
。
こ
の
地
は
後
に
八
田
と
呼
ば
れ
、
仙
北
郡
（
昔
の
大
鳥
郡
は
そ
の
北
半
分
を
占
め
る
）
に
含
ま
れ
て
い
た

が
、
現
在
は
堺
市
に
併
合
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
近
畿
の
文
化
地
域
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
遠
隔
の
諸
国
の
民
間
医
も
人
口
が
比
較
的
密
集
し

て
富
の
蓄
積
も
多
い
よ
う
な
要
地
に
居
住
し
て
い
た
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
仮
り
に
片
手
間
の
仕
事
で
あ
っ
て
も
医
業
が
成
立
つ
筈
が
な

い
。
最
初
こ
れ
ら
の
中
か
ら
国
医
師
が
採
択
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
勿
論
そ
の
名
は
殆
ど
伝
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
天
平
宝
字
元
年
の

勅
か
ら
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
医
術
の
水
準
も
極
め
て
低
か
っ
た
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
。

一Ⅱ≠

／、

律
令
制
の
弛
緩
と
官
人
の
貧
困
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出
挙
の
重
圧
は
多
く
の
浮
浪
の
民
を
生
む
こ
と
と
な
っ
た
が
、
本
貫
（
本
籍
）
を
離
れ
た
浮
浪
者
や
逃
亡
者
は
既
に
奈
良
時
代
の
初
め
に
現
れ

て
い
る
（
「
続
日
本
紀
」
和
銅
二
年
十
月
条
）
。
口
分
田
は
も
と
も
と
均
等
で
あ
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
次
第
に
階
層
の
分
離
が
起
っ
て
一
方

に
は
所
謂
股
富
の
民
を
も
早
く
か
ら
生
じ
た
。
こ
う
し
て
い
わ
ば
人
身
賦
課
で
あ
る
租
調
庸
は
不
可
能
に
な
っ
て
、
遂
に
徴
税
は
耕
作
地
に
割

当
て
ら
れ
る
地
税
式
の
も
の
と
変
っ
た
。
中
央
政
府
の
財
政
の
困
難
は
京
官
へ
の
給
付
を
京
庫
か
ら
支
出
す
る
こ
と
を
殆
ど
不
可
能
に
し
た
た

め
、
元
慶
三
年
（
八
七
九
）
に
官
田
を
選
定
し
て
こ
れ
を
諸
官
司
に
配
分
し
、
そ
こ
か
ら
の
収
入
を
給
付
す
る
と
い
う
一
種
の
独
立
採
算
制
を

（
翅
）

採
ら
せ
る
に
至
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
曽
て
触
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
中
央
政
府
の
財
政
が
困
難
に
な
っ
て
く
れ
ば
官
人
の
給
与
が
満
足
に
行
な
わ
れ
る
訳
が
な
い
。
そ
の
場
合
最
初
に
窮
迫
す
る
の

は
下
級
官
人
で
あ
っ
た
。
季
録
は
、
官
位
の
高
下
に
よ
っ
て
差
は
あ
る
も
の
の
、
官
人
全
員
に
年
二
回
に
分
け
て
給
与
さ
れ
る
（
「
禄
令
」
季
禄

条
）
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
十
世
紀
初
頭
の
延
喜
年
間
に
は
官
庫
欠
乏
の
た
め
公
卿
や
出
納
に
関
与
す
る
所
司
の
官
人
を
除
い
て
は
支
給
さ

へ
蝿
）

れ
な
い
と
い
う
不
公
平
な
状
態
と
な
っ
た
。
後
世
延
喜
聖
代
と
称
え
ら
れ
た
時
代
の
之
が
実
像
の
一
面
で
あ
っ
た
。

ま
た
上
級
貴
族
官
僚
に
与
え
ら
れ
た
封
戸
、
そ
れ
は
彼
ら
の
最
大
の
所
得
源
の
一
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
亦
廃
滅
の
道
を
た
ど
っ
た
（
但
し
位

田
の
如
き
は
次
第
に
私
物
化
さ
れ
て
荘
園
と
な
っ
て
行
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
）
。
そ
の
結
果
彼
ら
は
荘
園
と
呼
ば
れ
る
私
有
地
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
く

（
皿
）

な
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
ず
っ
と
時
代
は
下
る
が
平
安
末
期
の
「
大
槐
秘
抄
」
中
に

今
の
上
達
部
は
封
戸
す
こ
し
も
え
候
は
ず
。
庄
な
く
ん
ぱ
い
か
に
し
て
お
ほ
や
け
わ
た
く
し
候
べ
き
。
近
代
の
上
達
部
お
ほ
く
国
を
給

は
り
候
は
封
戸
の
な
き
が
す
る
事
な
め
り
と
思
候
に
、
め
さ
る
る
こ
そ
力
お
よ
ば
ぬ
事
な
れ
、

と
い
う
言
葉
の
端
的
に
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
荘
園
が
な
け
れ
ば
ぱ
公
私
の
事
を
ま
か
な
っ
て
行
け
な
い
、
封
戸
の
無
い
た
め
に
知
行
国
を
与

え
ら
れ
る
の
だ
と
思
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も
取
上
げ
ら
れ
る
の
は
何
と
も
困
っ
た
こ
と
で
あ
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

荘
園
は
明
ら
か
に
公
地
公
民
制
の
立
前
に
背
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
増
大
は
国
庫
の
枯
渇
を
も
た
ら
す
か
ら
、
中
央
政
府
と
し
て
は
勿
論
好

ま
し
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
数
次
に
わ
た
る
荘
園
整
理
令
の
発
布
も
そ
の
た
め
で
あ
る
が
、
政
府
の
大
官
が
荘
園
の
所
有
者
で
あ
っ
て
桑
れ
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ぱ
、
実
効
の
あ
ま
り
あ
が
ら
な
か
っ
た
の
も
不
思
議
は
な
い
。
従
っ
て
荘
園
の
保
持
に
は
権
勢
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
殊
に

寄
進
型
の
荘
園
に
つ
い
て
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
な
ま
じ
っ
か
の
権
勢
で
は
寄
進
型
荘
園
の
所
有
者
（
領
家
）
は
何
時
こ
れ
を
失
な
っ
て
し
ま
う

か
判
ら
な
か
っ
た
の
で
、
そ
う
い
う
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
は
領
家
は
は
る
か
に
強
力
な
権
勢
者
に
一
定
の
年
貢
を
納
め
て
名
義
上
の
所
有
者

（
本
所
）
に
な
っ
て
も
ら
う
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
な
れ
ば
摂
関
の
如
き
最
大
の
権
力
者
に
の
染
荘
園
が
集
ま
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
天
下
の

土
地
が
．
の
人
」
（
こ
の
場
合
藤
原
道
長
を
指
す
）
に
の
象
集
っ
て
い
る
と
硬
骨
の
右
大
臣
藤
原
実
資
を
し
て
慨
嘆
さ
せ
る
こ
と
と
も
な
る
。

中
下
級
貴
族
で
は
中
央
政
府
か
ら
の
給
与
は
勿
論
思
わ
し
く
な
い
上
に
、
ろ
く
な
荘
園
を
持
つ
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
、
以
前
な
ら
立
派
な
貴

け
い
し

族
で
通
る
べ
き
四
位
・
五
位
の
者
が
摂
関
な
ど
の
権
力
者
の
家
司
に
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
家
臣
同
様
に
な
っ
た
り
し
て
、
そ
の
結
果
元
来
は

朝
廷
に
仕
え
る
べ
き
者
が
権
力
者
に
隷
属
す
る
と
い
う
姿
に
な
る
（
後
世
武
士
が
政
権
を
握
り
、
公
家
が
権
勢
を
失
な
う
と
、
公
家
全
体
が
相
互
扶
助

的
と
も
言
う
べ
き
奇
妙
な
生
活
共
同
体
を
形
成
す
る
こ
と
と
な
る
）
。

こ
の
よ
う
に
な
る
と
天
皇
に
仕
え
る
よ
り
も
摂
関
に
阿
る
方
が
大
事
に
な
る
の
は
、
お
の
が
生
活
が
か
か
っ
て
い
る
以
上
や
む
を
得
な
い
こ

と
と
も
言
え
よ
う
・
寛
弘
九
年
（
一
○
一
二
）
三
条
天
皇
の
女
御
誠
子
の
立
后
の
儀
式
が
行
な
わ
れ
た
と
き
、
彼
女
が
お
の
が
女
で
な
い
た
め
に

道
長
は
之
に
列
席
し
な
い
と
い
う
嫌
が
ら
せ
を
し
た
。
が
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
の
折
に
公
家
達
は
殆
ど
道
長
の
東
三
条
殿
に
行
っ
て

（
西
）

し
ま
い
、
使
者
を
や
っ
て
召
し
て
も
応
ず
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
使
者
を
激
し
く
噸
弄
し
た
。
や
む
な
く
右
大
臣
藤
原
実
資
が
権
中
納
言
藤
原
隆
家

（
刀
伊
の
賊
を
撃
退
し
て
勇
武
の
名
の
高
か
っ
た
人
物
）
等
二
’
三
の
廷
臣
と
共
に
式
を
す
ま
せ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
ま
た
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

で
は
あ
る
が
、
「
源
氏
物
語
」
乙
女
の
巻
に
大
学
寮
の
博
士
（
教
授
）
が
光
源
氏
の
若
君
の
教
導
に
当
っ
た
た
め
源
氏
の
愛
顧
を
受
け
て
今
迄

の
貧
し
さ
か
ら
生
れ
替
っ
た
よ
う
な
身
の
上
に
な
る
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
そ
の
当
時
の
実
情
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
大
学
寮
の
博

士
も
、
他
に
有
利
な
兼
官
で
も
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
富
裕
な
貴
族
の
批
護
で
も
な
け
れ
ば
、
貧
窮
に
沈
愉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

じ
よ
う

官
人
の
給
与
が
困
難
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
公
的
な
官
衙
や
寺
社
の
建
築
も
政
府
自
体
の
財
政
は
之
を
担
う
力
が
な
く
、
所
謂
「
成

ご
う

ず
り
よ
う

功
」
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
へ
一
定
の
有
利
な
官
職
主
と
し
て
国
司
（
受
領
）
に
任
ず
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
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平
安
時
代
の
高
名
な
医
家
と
い
う
と
和
気
、
丹
波
の
二
氏
で
あ
る
。
中
期
以
後
に
な
る
と
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
る
医
師
は
殆
ど
こ
の
両
家

に
属
し
て
お
り
、
典
薬
頭
お
よ
び
施
薬
院
使
と
い
う
医
道
の
極
官
は
こ
の
両
氏
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
し
ま
う
。

併
し
平
安
初
期
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
両
家
の
拾
頭
は
意
外
に
後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
和
気
氏
で
初
め
て
医
師
と
し
て
名

（
お
）

を
成
し
た
の
は
時
雨
で
、
「
尊
卑
分
脈
」
に
よ
る
と
彼
は
情
麻
呂
の
曽
孫
に
あ
た
り
、
天
暦
十
一
年
（
九
五
九
）
に
典
薬
頭
に
任
ぜ
ら
れ
た
時

は
す
で
に
六
十
歳
に
達
し
て
い
る
。
和
気
時
雨
の
母
は
典
薬
頭
宮
利
名
の
女
で
あ
る
か
ら
、
利
名
は
時
雨
の
外
祖
父
で
あ
り
、
十
世
紀
の
初
頭

あ
た
り
に
典
薬
頭
に
補
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
丹
波
氏
が
名
を
著
し
た
の
は
康
頼
に
始
ま
る
。
彼
は
医
官
と
し
て
は
針
博
士
に
と
ど
ま
つ

（
Ⅳ
）

た
が
、
何
よ
り
も
永
観
二
年
（
九
八
四
）
に
「
医
心
方
」
を
選
進
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
名
高
い
。
「
二
中
歴
」
に
よ
る
と
康
頼
は
丹
波
忠
未
の

弟
子
と
あ
り
、
こ
れ
は
一
族
の
伯
叔
父
あ
た
り
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
忠
末
は
宮
利
名
の
弟
子
と
さ
れ
て
い
る
。
宮
氏
に
は
そ
の
後
医
家
と
し
て

特
に
知
ら
れ
た
者
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
施
薬
院
使
に
初
め
て
補
せ
ら
れ
た
の
は
康
頼
の
曽
孫
雅
忠
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
既
に
十
一
世
紀
末
葉

の
こ
と
で
あ
り
、
平
安
時
代
も
既
に
末
期
に
入
っ
て
院
政
が
将
に
始
ま
っ
た
頃
で
あ
る
。
以
後
典
薬
頭
も
施
薬
院
も
両
家
の
独
占
す
る
と
こ
ろ

官
人
個
人
が
私
財
を
使
っ
て
工
事
を
引
受
け
る
、
逆
に
言
え
ば
、
個
人
の
財
に
よ
っ
て
工
事
を
完
成
さ
せ
る
条
件
付
き
で
そ
の
人
物
に
官
職
を

授
け
る
と
い
う
一
種
の
売
官
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
は
各
国
の
庶
民
に
と
っ
て
は
勿
論
重
圧
で
あ
り
、
受
領
は
工
事
費
を
上
廻
る
利
得
を
庶
民
か

ら
吸
収
し
て
私
腹
を
肥
や
し
た
の
で
あ
る
。
成
功
の
例
は
枚
挙
に
暹
が
な
い
。

世
態
が
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
、
典
薬
頭
を
は
じ
め
医
博
士
、
医
師
な
ど
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
活
を
保
持
し
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
典
薬
寮
田
と
い
う
も
の
が
後
々
ま
で
彼
ら
の
生
活
を
保
証
す
る
に
足
り
た
と
は
思
え
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
で
う
ま
く
行
く
な
ら
、
大
学
寮

と
て
も
そ
の
博
士
が
貧
困
に
あ
え
ぐ
訳
は
な
い
の
で
あ
る
。
夙
に
延
暦
十
年
（
七
九
一
）
に
諸
博
士
職
田
が
規
定
さ
れ
（
「
類
聚
三
代
格
」
巻
十

五
）
、
彼
ら
諸
道
の
博
士
に
は
職
務
俸
が
与
え
ら
れ
て
い
た
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。

七
平
安
中
期
以
後
の
医
官
の
生
活
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令
制
の
典
薬
寮
は
医
師
と
称
せ
ら
れ
る
医
官
の
養
成
機
関
で
も
あ
っ
た
。
医
師
を
希
望
す
る
者
は
医
生
と
し
て
典
薬
寮
に
入
っ
て
か
ら
最
長

九
年
で
業
を
終
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
医
生
は
十
三
’
六
歳
で
採
用
さ
れ
る
か
ら
、
お
そ
く
と
も
二
十
二
’
五
歳
で
終
業
す
る
こ
と
を
要

し
、
そ
れ
以
上
か
か
る
よ
う
な
ら
見
込
が
な
い
と
い
わ
ば
退
学
さ
せ
ら
れ
る
（
し
か
し
実
際
は
三
十
歳
を
過
ぎ
て
も
典
薬
寮
に
残
っ
て
い
る
者
の
あ
っ

た
こ
と
は
前
記
し
た
）
。
そ
の
間
一
月
に
一
度
教
官
（
博
士
）
の
試
験
を
受
け
る
。
そ
し
て
と
に
か
く
一
応
修
業
を
す
ま
せ
る
と
宮
内
省
（
典
薬
寮

兄
弟
仲
ア
シ
ク
シ
テ
、
ツ
ネ
ニ
カ
カ
ル
事
ア
リ
ヶ
リ
、
忠
康
〈
雅
忠
ガ
実
子
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
、
上
野
守
良
基
ガ
子
也
、
雅
忠
オ
サ
ナ
ク
ョ

リ
シ
テ
子
ニ
シ
テ
、
道
ヲ
ツ
タ
ヘ
タ
ル
ナ
リ
、
医
道
ノ
課
試
忠
康
マ
デ
シ
タ
リ
、
其
後
ス
ル
ヒ
ト
ナ
シ

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
課
試
に
は
多
少
の
問
題
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
就
て
は
次
に
解
れ
る
。
と
に
か
く
こ
の
課
試
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ

と
は
医
生
と
い
う
も
の
が
な
く
な
っ
た
た
め
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
令
制
の
崩
壊
の
結
果
で
あ

と
な
り
、
こ
の
時
代
の
名
あ
る
医
師
と
し
て
両
氏
以
外
の
者
は
惟
宗
俊
通
（
侍
医
か
医
博
士
）
ぐ
ら
い
よ
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

さ
て
こ
の
よ
う
に
医
官
の
要
路
が
一
定
の
家
系
の
者
に
よ
っ
て
塞
が
れ
る
と
、
典
薬
寮
の
医
生
を
志
す
こ
と
は
誠
に
味
気
な
い
こ
と
と
な
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
医
生
か
ら
医
師
に
進
む
に
は
、
生
活
上
の
辛
苦
を
伴
な
う
か
な
り
長
い
年
数
の
修
業
を
要
し
、
そ
の
上
に
官
か

ら
の
給
与
が
心
も
と
な
い
と
あ
っ
て
は
尚
更
の
こ
と
で
あ
る
。
官
医
を
目
指
す
の
で
な
け
れ
ば
、
今
日
と
違
っ
て
医
師
免
許
証
の
如
き
も
の
を

必
要
と
す
る
訳
で
は
な
い
か
ら
、
優
れ
た
医
師
の
門
下
で
修
業
し
て
も
そ
れ
で
す
む
こ
と
で
は
な
い
か
。
わ
た
く
し
は
平
安
中
期
以
後
は
典
薬

寮
に
学
ぶ
者
は
次
第
に
減
少
し
た
も
の
と
思
う
。
典
薬
寮
に
医
生
と
称
し
て
や
っ
て
来
る
者
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
も
う
昔
風
の
医
生

で
は
な
く
て
、
典
薬
頭
、
博
士
そ
の
他
高
名
な
医
師
に
お
伴
を
し
て
つ
い
て
き
た
弟
子
た
ち
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
前
記
惟
宗
俊
通
の

（
肥
）
（
四
）

如
き
も
門
生
の
出
身
で
あ
る
が
、
彼
が
医
博
士
に
昇
進
し
た
の
は
異
例
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
「
官
職
秘
抄
己
。
「
続
古
事
談
」
に
よ
る
と
、

富
家
殿
（
藤
原
忠
実
、
忠
通
・
頼
長
兄
弟
の
父
）
が
灸
を
焼
く
と
き
に
前
記
の
丹
波
雅
忠
の
子
忠
康
、
重
康
の
兄
弟
が
そ
の
可
否
に
つ
い
て
争
っ

る
0

て
い
る
が
、
そ
れ
に
続
い
て
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年
月
日

す
な
わ
ち
、
得
業
生
大
中
臣
致
忠
が
試
験
に
及
第
し
た
の
で
へ
そ
の
替
に
医
生
の
左
京
人
行
田
文
信
を
医
得
業
生
と
す
る
が
、
彼
は
清
原
為
時

の
弟
子
で
あ
る
こ
と
、
修
め
た
課
目
は
新
修
本
草
な
ど
で
あ
る
こ
と
、
が
記
さ
れ
て
い
る
。
此
処
に
注
意
す
べ
き
は
、
医
生
と
言
っ
て
も
典
薬

は
宮
内
省
の
所
管
）
で
試
験
が
あ
り
、
そ
の
成
績
が
太
政
官
に
報
告
さ
れ
る
。
最
後
に
式
部
省
で
国
家
試
験
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
て
、

首
尾
よ
く
合
格
す
れ
ば
位
階
を
授
け
ら
れ
、
医
師
（
医
官
）
に
補
せ
ら
れ
る
資
格
が
で
き
る
。
併
し
直
ち
に
任
官
で
き
る
と
い
う
の
で
は
な

い
。
天
平
年
間
に
医
得
業
生
と
い
う
者
が
お
か
れ
、
元
来
は
い
わ
ば
特
待
生
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
平
安
時
代
と
な
る
と
医
生
が
医
師
に
任
官

（
鋤
）

す
る
途
中
の
一
段
階
と
な
り
、
こ
の
得
業
生
が
考
試
に
合
格
し
て
医
師
と
な
る
と
、
別
の
医
生
が
得
業
生
に
補
せ
ら
れ
る
。
そ
の
間
の
事
情
を

（
型
）

示
す
次
の
如
き
一
文
が
「
朝
野
群
載
」
の
巻
十
五
に
載
っ
て
い
る
。

示
す
次
の
如
き
一
文
が

太
政
官
符
式
部
省

弁
史

右
得
二
宮
内
省
去
年
月
日
解
一
称
云
々
者
。
某
宣
。
依
レ
請
者
。
宜
二
承
知
依
レ
宣
行
Ｐ
之
。
符
到
奉
行
。

応
し
補
二
医
得
業
生
壱
人
一
事

医
生
正
六
位
上
行
田
朝
臣
文
信
左
京
人

得
業
生
大
中
臣
致
忠
奉
レ
試
及
第
替

従
五
位
下
権
医
博
士
兼
丹
波
介
清
原
真
人
為
時
弟
子

新
修
本
草
経
一
部

黄
帝
明
堂
経
一
部

小
品
方
一
部

一
江
聿
冒

（17）1ワq
ニージ



寮
に
学
ん
だ
と
い
う
正
規
の
経
路
が
記
さ
れ
て
い
な
い
で
、
清
原
為
時
の
弟
子
で
あ
る
こ
と
の
拳
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ

た
か
も
後
世
の
私
塾
に
於
け
る
勉
学
の
履
歴
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
平
安
時
代
に
お
け
る
学
問
の
主
流
で
あ
る
紀
伝
道

は
令
制
に
よ
れ
ば
大
学
寮
で
学
修
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
紀
伝
道
で
さ
え
実
際
は
高
名
の
学
者
の
家
塾
に
お
い
て
学
ぶ
こ
と
も
行
な
わ
れ
て

い
た
。
菅
原
道
真
の
父
是
善
の
菅
家
廊
下
は
そ
の
有
名
な
例
で
あ
る
。
高
級
官
人
に
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
貴
族
に
の
み
開
か
れ
た
門
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
貴
族
は
大
学
寮
で
の
勉
学
に
は
重
き
を
お
か
な
か
っ
た
。
前
記
「
源
氏
物
語
」
の
源
氏
の
若
君
は
大
学
寮
に
入
れ
ら
れ
る
の
だ
が
、

身
分
家
柄
に
む
し
ろ
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
こ
と
と
周
囲
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
、
平
安
時
代
も
そ
の
中
期
に
な
る
と
医
術
の
学
修

は
典
薬
寮
に
学
ぶ
こ
と
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
和
気
、
丹
波
両
氏
は
医
道
の
貴
族
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
子
弟

は
典
薬
寮
の
医
生
な
ど
に
は
な
ら
ず
、
初
め
か
ら
家
学
と
し
て
修
業
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
丹
波
忠
康
以
後
は
医
道
の
課
試
が
な
く
な
っ
た
と

い
う
の
は
ど
の
段
階
に
お
け
る
課
試
で
あ
る
か
不
明
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
令
制
の
規
定
し
た
課
試
の
す
べ
て
が
な
く
な
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

医
学
ま
で
も
い
わ
ば
家
学
化
さ
れ
、
医
道
の
高
官
へ
の
道
は
和
気
・
丹
波
両
家
に
よ
っ
て
塑
断
さ
れ
、
一
方
官
医
の
給
与
が
面
白
く
な
い
と
あ

っ
て
は
、
典
薬
寮
を
通
し
て
医
術
を
学
ぶ
志
望
者
が
非
常
に
少
な
く
な
っ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
課
試
を
不
要
と
し
た
原
因
の

上
記
の
如
く
、
平
安
時
代
も
降
る
に
従
っ
て
中
下
級
官
人
は
本
来
の
姿
を
失
な
い
、
権
門
に
隷
属
し
て
之
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の

生
活
を
支
え
た
。
医
官
も
そ
の
例
外
で
あ
る
訳
は
な
い
。
奈
良
時
代
に
も
医
官
が
天
皇
の
疾
病
を
治
療
し
て
賞
賜
さ
れ
た
こ
と
は
「
続
日
本

紀
」
に
散
見
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
平
安
時
代
特
に
中
期
以
後
の
貴
族
の
諸
日
記
を
見
れ
ば
判
る
通
り
、
医
師
に
治
療
を
受
け
た
場
合
貴
族

が
褒
賞
を
与
え
た
記
録
が
屡
を
見
受
け
ら
れ
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
中
御
門
右
大
臣
藤
原
宗
忠
は
大
治
四
年
（
二
二
九
）
に
典
薬
頭
雅
康

（
前
記
丹
波
忠
康
の
子
）
か
ら
灸
治
を
受
け
、
そ
の
賞
と
し
て
馬
を
与
え
て
い
る
（
「
中
右
記
」
）
。
鳥
羽
上
皇
が
長
承
二
年
（
二
三
三
）
に
施
薬
院

使
重
忠
（
前
記
丹
波
重
康
の
子
）
に
灸
治
を
受
け
た
と
き
に
は
、
「
任
二
先
例
一
必
可
レ
被
二
勧
賞
一
」
こ
と
、
更
に
そ
の
上
官
で
あ
る
典
薬
頭
重
基

（
重
忠
の
兄
）
も
そ
の
ま
ま
で
は
い
け
な
い
「
下
涜
必
蒙
陛
賞
時
、
上
臨
共
浴
二
臨
時
恩
一
多
有
二
先
例
こ
と
い
う
こ
と
で
、
弟
ば
か
り
で
は
な

一
で
あ
ろ
う
。
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く
手
を
下
さ
な
か
っ
た
兄
ま
で
賞
賜
さ
れ
て
い
る
（
「
中
右
記
」
）
。
（
な
お
天
皇
に
は
灸
治
を
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
言
う
が
、
こ
れ
か
ら
考

え
る
と
上
皇
に
は
さ
し
つ
か
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
）
恐
ら
く
こ
の
頃
は
医
官
か
ら
治
療
を
受
け
た
と
き
に
は
恩
賞
を
与
え
る
の
が
慣
習
と
な

っ
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
こ
と
は
「
任
二
先
例
こ
の
一
語
が
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
「
玉
葉
」
（
九
条
兼
実
の
日
記
）
な
ど
に
は
頻
繁
に
見
ら
れ

る
（
こ
の
こ
と
は
そ
の
後
鎌
倉
時
代
も
同
様
と
象
え
て
、
「
吾
妻
鏡
」
に
も
散
見
す
る
）
。
奈
良
時
代
の
医
官
の
勤
務
は
官
人
と
し
て
当
然
の
責
務
で
あ

っ
た
が
、
平
安
中
期
以
後
は
明
ら
か
に
下
級
官
人
の
貴
族
に
対
す
る
奉
仕
で
、
し
か
も
そ
れ
は
お
の
が
生
活
に
か
か
わ
る
大
事
な
お
得
意
様
へ

の
奉
仕
で
あ
り
、
反
対
給
付
を
予
期
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
貴
族
が
医
者
に
対
す
る
の
は
臣
下
乃
至
は
は
る
か
な
下
僚
を
頤
使
す
る
の
と
大
し

た
違
い
は
な
か
っ
た
。
典
薬
頭
や
施
薬
院
使
の
如
き
当
道
の
上
鵡
と
呼
ば
れ
る
人
々
も
、
こ
れ
が
往
診
は
「
召
し
前
」
で
あ
り
、
針
治
を
受
け

る
の
は
「
令
し
針
」
で
あ
り
、
礼
物
を
与
え
る
は
「
賜
」
で
あ
る
。
決
し
て
敬
意
を
以
て
招
聴
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

（
配
）

ま
た
、
平
安
時
代
の
知
識
人
は
、
そ
の
代
表
は
貴
族
で
あ
る
が
、
屡
々
医
学
の
知
識
に
詳
し
か
っ
た
。
上
記
九
条
兼
実
な
ど
も
そ
の
一
人
で

（
粥
）

あ
り
、
屡
灸
医
術
に
関
し
高
名
な
医
師
に
自
分
の
意
見
を
聞
か
せ
た
り
、
医
書
を
見
せ
た
り
し
て
い
る
。
こ
れ
は
今
日
の
医
学
の
如
く
複
雑
な

知
識
を
要
す
る
も
の
と
異
な
り
、
医
学
自
体
が
か
な
り
自
然
哲
学
的
色
彩
を
帯
び
、
且
陰
陽
道
や
呪
術
に
毒
さ
れ
て
い
る
点
も
少
く
な
く
、
方

術
の
書
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
簡
単
に
医
術
を
理
解
し
得
た
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
お
ち
い
り
や
す
か
っ
た
た
め
も
あ
ろ
う
。

礼
物
を
受
け
て
診
療
を
行
う
こ
と
が
常
と
な
れ
ば
、
こ
れ
は
す
で
に
民
間
医
へ
の
傾
斜
で
あ
る
。
典
薬
頭
自
身
が
そ
う
い
う
生
活
を
営
ん
で

い
た
ら
し
い
こ
と
は
次
節
に
記
す
「
今
昔
物
語
」
の
説
話
が
よ
く
示
し
て
い
る
。
公
卿
の
日
記
に
名
の
現
わ
れ
る
医
師
は
、
さ
す
が
は
貴
族
の

召
す
だ
け
あ
っ
て
、
何
れ
も
和
気
・
丹
波
両
家
の
名
あ
る
人
盈
で
あ
る
。
こ
う
い
う
家
に
結
び
つ
い
た
令
名
を
有
す
る
人
々
は
貴
族
に
奉
仕
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
立
派
な
官
医
へ
の
道
を
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
一
般
の
医
生
の
如
き
は
ど
う
な
っ
た
で
あ

ろ
う
か
。
残
さ
れ
た
道
は
た
だ
一
つ
、
す
な
わ
ち
民
間
医
と
し
て
生
活
す
る
よ
り
致
し
方
が
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
大
体
令
制
に
お

け
る
医
生
、
国
医
生
の
定
員
の
数
を
考
え
れ
ば
判
る
が
、
彼
ら
が
普
通
に
業
を
終
え
る
な
ら
ば
、
官
医
の
欠
員
を
補
っ
て
は
る
か
に
余
り
が
あ

る
。
こ
れ
は
政
府
自
体
が
最
初
か
ら
民
間
医
の
数
の
増
加
と
質
の
向
上
を
秘
か
に
意
図
し
て
い
た
た
め
と
し
た
ら
少
々
思
い
す
ご
し
で
あ
ろ
う
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京
都
は
そ
れ
ま
で
も
最
高
の
文
化
を
誇
っ
て
い
た
土
地
で
あ
り
、
後
に
は
日
本
一
の
商
業
都
市
と
な
り
、
「
町
衆
の
町
」
と
も
な
っ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
後
世
の
よ
う
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
た
富
豪
は
ま
だ
存
在
し
な
い
に
し
て
も
、
他
の
諸
国
よ
り
は
富
の
集
積
も
著
し
く
生
活
水
準
も

高
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
て
見
れ
ば
此
地
や
そ
の
周
辺
の
近
畿
文
化
圏
こ
そ
医
療
を
需
む
る
人
左
の
数
が
最
初
に
増
し
て
行
っ
た
も
の
と

考
え
て
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
名
高
い
官
医
が
こ
の
需
要
に
応
じ
た
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
「
今
昔
物
語
」
巻
廿
九
第

ヤ
ム

廿
五
に
丹
波
守
貞
盛
が
在
国
の
折
に
矢
創
が
原
因
で
瘡
と
な
り
、
「
止
事
無
医
師
ヲ
迎
へ
下
シ
テ
」
治
療
さ
せ
た
と
い
う
物
語
が
あ
る
。
話
の

内
容
は
荒
唐
無
稽
な
も
の
で
あ
る
が
、
招
か
れ
て
都
か
ら
丹
波
に
下
っ
て
来
た
や
ん
ご
と
な
い
医
師
は
令
名
あ
る
官
医
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
併
し
一
般
の
庶
民
の
診
療
に
当
っ
た
者
は
か
か
る
官
医
の
門
に
入
っ
て
医
術
を
修
め
た
上
で
民
間
医
と
な
っ
た
人
々
、
あ
る
い
は
更
に
そ

の
弟
子
と
な
っ
て
修
業
し
た
人
々
で
は
な
か
っ
た
か
。
勿
論
民
間
医
の
学
術
水
準
は
一
般
に
、
特
に
地
方
諸
国
で
は
、
甚
だ
低
か
つ
た
と
思
わ

（
鯉
）

れ
る
が
、
印
刷
技
術
が
進
み
図
書
の
刊
行
も
目
覚
し
く
な
っ
た
江
戸
時
代
で
も
低
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
何
れ
も
医
師
免
許
証
を
必
要
と
し
な

か
っ
た
時
の
事
で
あ
る
か
ら
、
や
む
を
得
ぬ
こ
と
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

平
安
時
代
の
医
師
の
生
態
を
示
す
興
味
あ
る
説
話
が
「
今
昔
物
語
」
巻
廿
四
「
女
行
医
師
家
治
瘡
逃
話
第
八
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
典
薬
頭

で
名
声
あ
る
医
師
の
家
に
立
派
な
車
に
乗
っ
た
三
十
歳
ば
か
り
の
美
し
い
女
房
（
皇
室
や
摂
関
家
な
ど
に
仕
え
て
い
る
高
級
の
女
官
）
が
十
五
’
六

歳
の
女
の
童
を
つ
れ
て
訪
ね
て
き
た
。
典
薬
頭
は
す
で
に
老
年
で
三
’
四
年
前
に
妻
を
亡
く
し
て
い
る
の
で
、
何
と
か
し
て
こ
の
女
を
自
分
の

イ
ミ
ジ

も
の
に
し
よ
う
と
、
「
歯
モ
無
ク
極
テ
萎
ル
顔
ヲ
極
ク
笑
テ
」
す
な
わ
ち
お
世
辞
笑
い
を
し
て
、
来
訪
の
用
向
き
を
尋
ね
る
。
女
房
は
誠
に
お

恥
し
い
病
気
で
す
が
命
に
は
か
え
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
是
非
診
て
い
た
だ
き
た
い
と
言
い
、
「
今
〈
生
ケ
ル
モ
殺
サ
ム
モ
其
ノ
御
心
也
、
身
ヲ
任

セ
聞
エ
ッ
レ
、
ｃ
な
ど
と
殺
し
文
句
を
な
ら
べ
て
泣
き
な
が
ら
話
す
。
診
療
す
る
と
陰
部
に
瘡
が
あ
る
。
典
薬
頭
は
自
宅
に
置
い
た
上
で
親
切

迅
Ｏ

や
刀

八
官
医
か
ら
再
び
民
間
医
へ
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声
セ
ズ
ア
サ
マ

に
「
人
モ
不
寄
、
自
ラ
檸
上
ヲ
シ
テ
」
治
療
を
す
る
が
一
週
間
ほ
ど
で
癒
っ
て
し
ま
う
。
女
は
「
今
奇
異
シ
キ
有
様
ヲ
モ
見
セ
奉
り
シ
、
偏
ニ

オ
ヤ
タ
ノ
ミ
タ
テ
マ
ッ
ル
ベ
キ

祖
卜
可
奉
愚
也
。
然
ラ
等
〈
返
ラ
ム
ニ
モ
御
車
ニ
テ
送
り
給
匡
、
そ
の
時
に
は
自
分
の
名
も
お
教
え
し
て
、
そ
の
後
は
始
終
お
訪
ね
い
た

し
ま
す
と
う
ま
い
こ
と
を
言
う
。
ま
だ
二
’
三
日
は
帰
ら
な
い
だ
ろ
う
と
安
心
し
て
い
る
と
、
夕
暮
頃
に
女
房
は
女
の
童
を
つ
れ
て
こ
っ
そ
り

と
逃
げ
て
し
ま
う
。
か
く
と
は
知
ら
ず
典
薬
頭
は
自
ら
夕
食
を
運
ん
で
行
く
が
、
そ
の
う
ち
に
逃
げ
ら
れ
た
の
に
気
が
つ
く
。
折
角
う
ま
い
こ

と
を
し
よ
う
と
目
論
だ
の
が
あ
べ
こ
べ
に
一
杯
食
わ
さ
れ
た
の
で
べ
そ
を
か
い
て
泣
く
が
、
弟
子
た
ち
は
陰
で
見
聞
き
し
て
大
笑
い
し
た
。

カ
ク
タ
パ
カ
ラ
レ

ネ
ク

イ
．
．
、
ジ
ゲ

「
此
被
謀
テ
逃
シ
ッ
レ
、
ハ
、
手
ヲ
打
テ
妬
ガ
リ
、
足
摺
ヲ
シ
テ
極
ナ
ル
顔
二
貝
ヲ
作
テ
泣
テ
ヶ
レ
》
〈
、
弟
子
ノ
医
師
共
〈
密
二
極
リ
ナ
ク
笑
ヒ

ケ
ル
」
と
い
う
こ
と
で
終
る
。
こ
れ
は
「
今
昔
物
語
」
の
中
で
も
傑
作
の
一
つ
で
あ
る
。

こ
の
説
話
が
事
実
か
ど
う
か
は
勿
論
判
ら
な
い
。
併
し
事
実
と
し
て
不
自
然
で
な
け
れ
ば
こ
そ
世
人
に
受
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
物
語
と

し
て
も
存
続
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
話
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
が
深
い
。

１
、
典
薬
頭
と
い
う
そ
の
道
の
極
官
の
人
物
が
自
宅
で
現
今
の
医
院
が
行
う
よ
う
な
医
療
行
為
に
従
事
し
て
い
る
。
た
す
き
を
か
け
て
外
科

的
処
置
を
す
る
の
は
昔
は
常
に
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
場
合
は
女
を
自
宅
に
収
容
し
給
食
し
治
療
し
て
い
る
。
い
わ
ば
入
院
さ

せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
女
の
場
合
は
失
敗
に
終
っ
た
が
、
典
薬
頭
は
一
般
の
富
裕
な
庶
民
の
需
め
に
応
じ
て
実
際
に
治
療
を
行
な
い
、
そ

れ
に
従
っ
て
謝
礼
を
受
取
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
世
の
開
業
医
と
殆
ど
変
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

イ
ミ
ジ

２
、
女
房
の
逃
げ
だ
し
た
の
は
「
極
ゲ
ナ
ル
」
顔
を
し
た
老
人
の
典
薬
頭
に
つ
き
ま
と
わ
れ
る
の
が
迷
惑
だ
っ
た
か
ら
に
は
ち
が
い
が
な
い

が
、
他
方
こ
れ
に
よ
っ
て
礼
物
を
省
く
と
い
う
利
得
も
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
う
ま
い
事
を
し
よ
う
と
し
て
却
っ
て
損
を
し
た
の
で
、
余
計

３
、
典
薬
頭
の
家
に
は
こ
の
一
件
を
見
聞
き
し
て
い
る
何
人
か
の
弟
子
が
い
た
。
恐
ら
く
住
込
み
の
者
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
医
学
・
医
術
を

習
得
す
る
た
め
で
あ
る
が
、
他
方
同
時
に
典
薬
頭
の
助
手
の
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
た
に
相
違
な
い
。
こ
れ
は
近
世
に
お
け
る
名
誉
あ
る
町
医

者
と
そ
の
代
脈
（
代
診
）
と
の
関
係
を
髻
髭
さ
せ
る
。
こ
う
い
う
弟
子
が
門
生
で
あ
り
、
彼
ら
を
従
え
て
典
薬
頭
は
典
薬
寮
に
も
出
勤
し
た
も

弟
子
た
ち
の
笑
い
を
誘
っ
た
の
で
あ
る
。
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江
戸
時
代
以
後
に
比
べ
れ
ば
勿
論
蓼
々
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
こ
の
よ
う
に
し
て
民
間
医
は
ふ
え
て
行
っ
た
。
し
か
し
報
酬
を
得

て
治
療
を
行
な
う
民
間
医
は
何
処
に
も
居
る
と
い
う
訳
に
は
い
か
な
い
。
報
酬
を
支
払
っ
て
医
治
を
需
め
る
人
々
が
あ
っ
て
、
し
か
も
人
口
の

密
度
も
あ
る
程
度
以
上
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
経
済
的
諸
条
件
が
そ
ろ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
平
安
時
代

（
妬
）

に
は
都
を
除
い
て
は
そ
う
い
う
町
は
殆
ん
ど
な
か
っ
た
。
人
家
の
密
集
し
た
部
落
が
出
来
上
る
と
之
を
何
々
千
軒
と
い
う
名
で
呼
ん
だ
が
、
そ

う
い
う
名
の
も
の
は
や
や
後
の
中
世
初
め
に
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
象
れ
ぱ
、
自
ら
耕
作
し
た
り
、
あ
る
い
は
小
地
主
と
し
て
農
業
を

経
営
し
た
り
し
て
い
た
半
農
半
医
の
形
の
医
者
も
多
か
っ
た
に
相
違
な
い
。
ま
た
僧
で
あ
っ
て
傍
ら
医
術
を
施
し
た
人
々
の
い
た
こ
と
は
確
実

で
あ
り
、
九
条
兼
実
は
筑
紫
の
医
僧
大
善
坊
の
灸
治
を
受
け
て
い
る
（
「
玉
葉
」
安
元
二
一
年
六
月
十
日
条
）
。
兼
実
は
他
か
ら
の
推
奨
に
従
っ
て
大

善
坊
に
か
か
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ
は
誰
か
が
わ
ざ
わ
ざ
筑
紫
か
ら
招
聰
し
た
の
で
は
な
く
、
大
善
坊
自
身
が
お
の
が
医
術
を
拡
め
る
た
め
に
都

に
上
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ま
で
す
で
に
一
部
に
名
の
知
ら
れ
て
い
た
医
僧
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
と
は
別
に
、
一
定
の
地
に
の
ぷ
居
住
し
な
い
で
諸
国
を
遍
歴
し
な
が
ら
需
に
応
じ
て
治
療
を
行
っ
た
医
者
が
い
た
の
も
不
思
議
は
な

こ
こ
で
は
明
ら
か
に
典
薬
頭
の
町
医
者
化
が
認
め
ら
れ
る
。
門
生
は
原
則
と
し
て
医
博
士
や
侍
医
に
は
な
り
得
ず
、
医
師
と
い
う
官
も
魅
力

あ
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
こ
の
弟
子
達
は
殆
ど
が
民
間
医
と
な
る
た
め
に
令
名
あ
る
医
師
に
就
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

民
間
医
の
数
を
増
し
て
行
く
と
共
に
、
そ
の
学
術
水
準
を
上
げ
る
こ
と
と
な
る
が
、
同
時
に
一
般
社
会
か
ら
の
需
要
の
増
大
が
あ
っ
た
こ
と
を

示
す
。
こ
れ
は
都
に
お
い
て
顕
著
で
あ
っ
た
。
国
医
生
に
就
て
も
同
様
の
事
情
が
考
え
ら
れ
る
が
、
十
世
紀
以
後
は
国
学
は
衰
退
し
て
い
る
の

で
、
平
安
中
期
以
後
も
国
医
生
が
存
在
し
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
変
化
は
官
医
か
ら
民
間
医
へ
の
下
降
的
な
過
程
と
呼
ん
で
も

よ
い
で
あ
ろ
う
。

の
と
思
わ
れ
る
。九

民
間
医
の
増
加
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ち
か
ご
ろ
や
ま
と
の
く
に
な
る
お
と
こ
、
め
の
す
こ
し
み
え
ぬ
こ
と
の
あ
り
け
る
を
な
げ
き
い
た
る
ほ
ど
に
、
か
ど
ょ
り
お
と
こ
ひ
と

り
い
り
き
た
り
、
あ
れ
は
な
に
も
の
ぞ
と
い
へ
ぱ
、
我
は
め
の
や
ま
ひ
を
つ
く
る
ふ
く
す
し
な
り
と
云
、
い
ゑ
あ
る
じ
し
か
る
べ
き
神
仏

の
た
す
け
か
と
お
も
ひ
て
、
よ
び
い
れ
つ
、
（
以
下
略
）

こ
れ
は
遍
歴
医
で
あ
ろ
う
。
眼
医
者
と
名
の
っ
て
き
た
見
知
ら
ぬ
男
を
、
家
の
主
人
は
喜
ん
で
招
き
入
れ
て
手
術
を
ま
か
せ
て
い
る
。
こ
う
い

う
遍
歴
医
が
非
常
に
稀
な
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
、
主
人
は
こ
ん
な
に
安
心
し
て
針
を
刺
さ
せ
た
り
は
し
な
い
筈
で
あ
る
。
こ
の
一
種
の
民
間
医

で
あ
る
遍
歴
医
も
す
で
に
庶
民
に
馴
染
み
の
あ
る
人
物
で
あ
っ
た
。

遍
歴
医
は
し
か
し
わ
が
国
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
中
国
の
伝
説
的
名
医
で
あ
る
扁
鵲
が
遍
歴
医
で
あ
っ
た
こ
と
は
「
史
記
」
の
列
伝
に

扁
鵲
名
聞
二
天
下
一
、
過
郡
鄭
、
聞
豚
貴
二
婦
人
一
即
為
二
帯
下
医
一
、
過
鵠
陽
一
、
聞
三
周
人
愛
二
老
人
一
、
即
為
二
耳
目
痒
医
一
、
来
入
二
威

陽
一
、
聞
三
秦
人
愛
二
小
児
一
、
即
為
二
小
児
医
一
云
灸

と
あ
る
通
り
で
、
「
過
」
「
入
」
な
ど
の
文
字
は
遍
歴
医
の
面
影
を
如
実
に
描
い
て
お
り
、
彼
は
行
く
先
灸
の
土
地
柄
に
従
っ
て
得
意
と
す
る

（
妬
）

診
療
科
目
を
変
え
て
名
の
っ
て
い
る
。
ま
た
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
も
遍
歴
医
が
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
民
間
医
が
ふ
え
て
く
れ
ば
、
先
進
的
な
土
地
に
あ
っ
て
は
人
々
は
医
者
を
選
択
し
得
る
よ
う
に
さ
え
な
る
。
「
宇
治
拾
遺
物

語
」
巻
一
に
周
知
の
こ
ぶ
と
り
爺
い
（
「
鬼
に
痩
と
ら
る
る
こ
と
」
）
の
話
が
あ
る
。
筋
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
が
、
鬼
に
こ
ぶ
を
と
ら
れ
て
喜
ん

で
い
る
爺
を
見
て
、
こ
れ
も
こ
ぶ
の
あ
る
隣
家
の
爺
が
び
っ
く
り
し
て
う
ら
や
む
。
「
こ
は
い
か
に
し
て
蝮
は
失
せ
給
た
る
ぞ
。
い
づ
こ
な
る

医
師
の
取
申
た
る
ぞ
。
我
に
つ
た
え
給
へ
。
こ
の
瘻
と
ら
ん
」
と
言
っ
て
、
子
細
を
聞
い
た
上
で
同
様
の
こ
と
を
試
み
る
が
、
結
局
失
敗
し
て

く
す
し

も
う
一
つ
鯉
を
つ
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
「
も
の
う
ら
や
象
は
せ
ま
じ
き
こ
と
な
り
と
か
」
と
い
う
教
訓
で
話
を
結
ん
で
あ
る
が
、
一
言
冤
を
そ

そ
ぐ
た
め
に
付
加
え
れ
ば
、
こ
の
隣
家
の
爺
が
悪
玉
で
あ
っ
た
と
は
何
処
に
も
書
い
て
な
い
。
こ
こ
で
「
い
・
つ
こ
な
る
医
師
」
と
い
う
言
葉
に

い
。
「
病
の
草
紙
」
（
平
安
末
期
あ
る
随

に
は
次
の
よ
う
な
詞
書
が
つ
い
て
い
る
。

（
平
安
末
期
あ
る
い
は
鎌
倉
初
期
の
製
作
）
の
中
の
恐
ら
く
は
白
内
障
の
手
術
を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
場
面
を
描
い
た
絵
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長
い
平
安
時
代
の
間
に
は
わ
が
国
の
医
学
・
医
術
も
次
第
に
進
歩
し
た
で
あ
ろ
う
、
承
暦
三
年
（
一
○
八
○
）
に
は
高
麗
が
良
医
を
求
め
て

わ
が
国
に
使
を
遣
わ
し
た
と
い
う
事
実
も
あ
っ
た
。
し
か
し
家
学
の
如
く
な
っ
て
は
、
そ
の
沈
滞
に
向
う
べ
き
こ
と
は
想
う
に
難
く
な
い
。

宋
の
医
師
が
来
朝
し
た
こ
と
は
、
藤
原
隆
家
が
眼
病
を
治
す
た
め
に
太
宰
府
に
赴
任
し
た
事
実
や
、
「
平
家
物
語
」
三
の
巻
の
医
師
問
答
の

示
す
通
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
新
し
い
医
術
も
多
少
は
伝
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
、
平
安
時
代
に
は
渡
宋
し
た
僧
は
あ
っ
て

ま
た
「
続
古
事
談
」
の
中
に
、
あ
る
病
人
が
薬
師
仏
に
祈
る
と
夢
に
仏
が
現
わ
れ
て
「
此
病
〈
右
京
ノ
医
師
ニ
ッ
ク
ロ
ハ
ス
ベ
シ
、
我
〈
チ

ヵ
ラ
ヲ
ョ
§
ハ
ズ
」
と
の
託
宣
が
あ
っ
た
と
い
う
話
が
あ
る
。
こ
れ
は
右
京
に
も
何
人
か
の
民
間
医
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
と
見
散
し
て
よ
か
ろ

う
。
右
京
は
早
く
衰
え
た
土
地
で
あ
る
か
ら
、
左
京
に
は
之
よ
り
は
る
か
多
数
に
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
ま
た
、
す
で
に
人
口
の
ふ
え
た
洛
東

に
も
そ
の
よ
う
な
民
間
医
が
い
た
筈
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
平
安
中
期
以
後
は
典
薬
頭
、
施
薬
院
使
と
い
う
官
は
あ
っ
て
も
、
典
薬
寮
自
体
は
令
制
の
規
定
す
る
よ
う
な
運
営
は
な
さ
れ

ず
、
医
官
の
養
成
も
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
医
生
の
数
は
次
第
に
少
な
く
な
り
、
末
期
に
は
医
生
と
い
う
者
が
存
在
し
た
か
ど
う
か

疑
わ
し
い
。
医
官
は
和
丹
両
家
の
子
弟
で
家
学
と
し
て
の
医
学
・
医
術
を
修
め
た
者
が
任
ぜ
ら
れ
る
だ
け
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
他

方
、
官
医
と
し
て
の
生
活
上
の
困
難
あ
る
い
は
不
満
に
よ
っ
て
典
薬
頭
さ
え
も
が
半
ば
民
間
医
に
類
し
た
仕
事
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
り
、
ま

た
そ
の
門
生
と
し
て
医
術
を
修
業
す
る
人
灸
が
多
く
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
弟
子
は
官
医
と
し
て
の
望
象
を
断
ち
、
大
部
分
は
民
間
医
と
な
っ
た

が
、
こ
れ
は
庶
民
の
間
か
ら
の
需
要
の
増
大
を
背
景
と
し
な
け
れ
ば
存
立
し
得
な
い
。
こ
う
し
て
民
間
医
は
そ
の
数
が
増
加
す
る
の
み
な
ら
ず

質
も
向
上
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

注
意
を
要
す
る
。
こ
の
二
人
の
老
人
が
何
処
に
住
ん
で
い
た
か
は
記
し
て
な
い
が
、
彼
ら
の
手
の
届
く
遥
否
足
の
届
く
範
囲
に
何
人
か
の
医
者

が
居
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
人
よ
り
い
な
け
れ
ば
「
い
づ
こ
な
る
」
と
い
う
言
葉
は
出
て
こ
な
い
。
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
は
鎌
倉
時
代
初

期
の
成
立
と
さ
れ
て
い
る
が
、
物
語
の
多
く
が
「
今
昔
物
語
」
と
重
複
し
て
い
る
し
、
こ
の
話
も
平
安
末
期
の
実
情
を
示
し
て
い
る
と
考
え
て

よ
か
ろ
う
。
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太
古
の
医
は
そ
の
初
め
は
恐
ら
く
巫
と
区
別
し
難
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
と
に
か
く
先
ず
民
間
に
現
わ
れ
た
。
医
学
と
呼
ぶ
に
値
す
る
も
の

は
恐
ら
く
五
世
紀
頃
に
な
っ
て
朝
鮮
お
よ
び
中
国
と
の
通
交
に
伴
っ
て
伝
来
し
た
が
、
そ
の
知
識
を
有
す
る
者
は
勿
論
極
め
て
僅
か
で
あ
っ

た
。
大
和
朝
廷
の
官
司
制
度
が
整
え
ら
れ
る
に
つ
れ
て
、
か
か
る
人
は
例
え
ば
侍
医
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。
奈
良
時
代
に
入
り
律
令
国
家
が
成

立
す
る
に
及
ん
で
官
医
の
制
度
は
全
国
的
に
確
立
さ
れ
る
が
、
こ
の
折
民
間
医
の
中
の
優
秀
な
者
で
多
少
の
大
陸
医
術
を
心
得
た
者
も
官
医
と

し
て
採
用
さ
れ
た
が
、
こ
の
時
期
は
民
間
医
か
ら
官
医
へ
の
上
昇
過
程
を
示
す
と
言
え
よ
う
。
け
れ
ど
も
こ
の
官
医
は
貴
族
、
官
人
、
有
力
者

の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
個
々
の
庶
民
が
こ
う
い
う
医
療
を
享
受
し
得
る
の
は
稀
で
あ
り
、
決
し
て
国
営
医
療
と
言
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

民
間
に
は
依
然
民
間
医
が
存
在
し
た
が
、
そ
の
学
術
水
準
は
低
く
、
ま
た
一
般
か
ら
の
需
要
も
す
ぐ
な
か
っ
た
。
平
安
時
代
中
期
を
す
ぎ
る
と

律
令
制
は
全
く
崩
壊
し
、
典
薬
寮
に
お
け
る
官
医
の
養
成
も
い
い
加
減
に
な
り
、
医
官
の
要
職
は
悉
く
和
気
、
丹
波
両
家
に
よ
っ
て
独
占
さ

れ
、
医
学
自
体
が
あ
た
か
も
両
家
の
家
学
の
観
を
呈
す
る
に
至
っ
た
。
他
方
一
般
庶
民
の
社
会
的
経
済
的
発
達
は
医
療
の
需
要
を
高
め
、
ま
た

官
医
に
望
み
を
断
っ
た
医
師
は
再
び
民
間
医
を
志
向
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
官
医
の
民
間
医
へ
の
下
降
過
程
を
示
す
時
期
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
に
よ
っ
て
民
間
医
の
数
の
増
加
、
質
の
向
上
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
併
し
な
が
ら
、
和
丹
両
氏
を
は
な
れ
て
梶
原
性
善
の
如
き

名
医
が
生
ま
れ
る
ま
で
に
は
な
お
百
数
十
年
を
要
し
た
。

わ
が
国
の
歴
史
、
特
に
古
代
の
そ
れ
は
殆
ど
権
力
者
の
歴
史
で
あ
る
。
従
っ
て
民
衆
に
関
す
る
史
料
と
い
う
も
の
は
少
な
い
が
、
そ
う
い
う

も
の
の
中
か
ら
人
女
の
生
活
を
か
い
ま
見
得
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
史
官
が
気
が
つ
か
な
い
で
こ
れ
を
漏
ら
す
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の

か
ら
医
療
の
状
態
を
う
か
が
お
う
と
し
た
が
、
史
料
の
不
足
か
ら
い
く
つ
か
の
推
測
と
想
像
を
付
け
加
え
る
よ
り
致
し
方
が
な
か
っ
た
。
恐
ら

く
多
く
の
偏
見
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
と
思
う
が
、
何
卒
識
者
の
御
叱
正
を
い
た
だ
き
た
い
。

も
、
医
術
修
業
の
た
め
渡
宋
し
た
医
師
の
名
は
伝
わ
る
も
の
が
な
い
。

十
む
す
び
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／

へ へへ

121110
レ ーー

（
９
）
奈
良
時
代
に
医
官
が
典
薬
頭
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
前
記
の
正
五
位
下
吉
田
連
宜
が
最
初
で
あ
る
（
「
続
日
本
紀
」
天
平
十
年
十
月
条
）
。
之
に
反
し
て

内
薬
司
の
内
薬
頭
は
医
官
で
あ
る
侍
医
が
代
々
補
任
さ
れ
て
い
る
。
典
薬
頭
が
医
道
の
極
官
と
き
ま
っ
た
の
は
平
安
中
期
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で

へ
貝
Ｊ
〕

／
、

へ
行
、
）

／
、

へ
序
Ｊ
〕

／
、

（
８
）

へへ

43
レー

（
２
）

へ

と 注

池
辺
弥

吉
田
東
伍

久
米
幸
夫

あ
る
。

す
し
を
招
聰
す
る
話
が
あ
る
。

ゥ
ノ
・
ハ
ル
ヴ
ァ
著
田
中
克
彦
訳
「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
（
一
九
三
八
）
三
省
堂

こ
れ
は
郁
訳
さ
れ
た
の
は
ず
っ
と
後
の
一
九
七
一
年
で
あ
っ
て
、
す
で
に
古
典
的
と
も
言
う
べ
き
著
書
で
あ
り
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
分
布
は
近

代
文
明
の
彦
透
に
よ
っ
て
当
時
と
比
較
す
れ
ば
急
速
に
減
少
し
、
ま
た
シ
ャ
ー
マ
｝
一
ズ
ム
自
体
も
変
形
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
シ
ャ

ー
了
一
ズ
ム
は
そ
れ
ま
で
も
近
接
す
る
地
域
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
、
回
教
、
仏
教
な
ど
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
圀
下
大
慧
は
ア
ル
タ
イ
、
シ
ャ
ー
マ

｛
一
ズ
ム
の
神
の
中
に
マ
ン
デ
ィ
シ
リ
エ
ー
、
マ
イ
テ
エ
レ
ー
と
い
う
名
を
見
出
し
、
之
が
明
ら
か
に
文
珠
師
利
、
弥
勒
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
（
圀
下
大
慧
「
シ
ャ
マ
ン
教
の
創
生
伝
説
に
つ
い
て
」
一
九
二
八
「
民
族
」
第
三
巻
第
二
号
所
載
）

「
山
海
経
」
の
名
は
「
史
記
」
太
宛
伝
に
初
め
て
見
ら
れ
る
。
こ
の
書
に
は
禺
が
関
係
し
て
い
る
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
実
際
は
そ
ん
な
古
い
も
の

で
は
な
く
、
周
秦
の
時
代
の
人
の
著
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
あ
る
い
は
後
人
の
偽
作
か
も
知
れ
な
い
（
桂
五
十
郎
「
漢
籍
解
題
」
八
○
五
頁
）
。
日

本
に
は
九
世
紀
に
渡
来
し
、
藤
原
佐
世
の
「
日
本
国
見
在
書
目
録
」
（
寛
平
三
年
頃
成
立
）
に
も
載
っ
て
い
る
。

平
田
篤
胤
「
古
史
伝
」
十
八
。
「
古
事
類
苑
」
方
技
部
六
五
○
頁
に
そ
の
一
部
分
所
収
。

「
古
事
類
苑
」
方
技
部
九
一
五
頁
。
一
二
世
紀
初
期
に
鳥
羽
中
宮
藤
原
聖
子
が
皇
子
（
後
の
崇
徳
）
を
出
産
す
る
際
に
、
宮
主
が
御
祓
を
し
た
あ
と

で
「
典
薬
頭
稚
康
朝
臣
、
鎮
二
御
座
一
施
二
呪
術
一
」
と
あ
る
。

現
在
国
史
大
系
「
徳
川
実
紀
」
第
九
篇
に
所
収
。

尚
乗
和
著
秋
田
成
明
編
訳
「
中
国
社
会
風
俗
史
」
二
一
五
頁
平
凡
社
東
洋
文
庫

久
米
幸
夫
「
庶
民
と
国
医
師
」
日
本
医
史
学
雑
誌
第
二
十
四
巻
第
四
号

「
日
本
霊
異
記
」
は
九
世
紀
初
期
に
成
立
し
た
わ
が
国
最
古
の
仏
教
説
話
集
で
あ
る
が
、
そ
の
中
巻
第
四
十
一
に
河
内
の
国
の
富
め
る
家
の
人
が
く

「
和
名
類
聚
抄
郷
名
考
証
」

「
増
補
大
日
本
地
名
辞
書
」

「
悲
田
院
の
沿
革
と
終
焉
」

一
八
二
頁
吉
川
弘
文
館

第
二
巻
四
九
五
頁
冨
山
房

日
本
医
史
学
雑
誌
第
二
十
五
巻
第
一
号
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ロ－

今
ご
延
喜
十
二
年
（
九
一
二
）
三
善
清
行
は
有
名
な
「
意
見
封
事
十
二
箇
条
」
（
「
本
朝
文
粋
」
巻
二
に
所
収
）
を
提
出
し
た
が
、
そ
の
第
七
条
を
次
に

へへ

1514
レし

品
）
南
北
朝
時
代
洞
院
家
の
人
々
に
よ
っ
て
継
続
編
纂
さ
れ
た
諸
氏
系
図
の
集
成
。
系
図
の
中
で
は
最
も
信
用
の
お
け
る
も
の
と
い
う
。
「
国
史
大
系
」

へへ

1817
ｰ嘗

へへ

2019
レー

ヨ 司

官古
職事
秘談
抄一
砦に

にな

医
師
自
二
得
業
生
一
補
之
。

ａ
）
三
善
為
康
編
。
二
一
六
年
成
立
。
平
安
時
代
の
詩
文
、
宣
旨
、
官
符
な
ど
を
分
類
編
纂
し
た
も
の
で
「
国
史
大
系
」
に
所
収
。

抄
出
す
る
。

と
あ
り
、
罪
の
《

日
記
で
実
資
は

臣
威
強
、
一

と
慨
い
て
い
る
。

右
謹
案
二
式
条
毛
二
月
廿
二
日
、
八
月
廿
二
日
、
於
二
大
蔵
省
一
可
レ
給
二
百
官
春
夏
秋
冬
季
録
圭
而
比
年
依
二
官
庫
之
乏
戸
物
。
不
し
得
二
偏
賜
宅
由
し

是
公
卿
及
出
納
諸
司
毎
年
充
給
。
自
余
庶
官
。
則
五
六
年
内
。
難
し
給
二
一
季
料
《
（
以
下
略
）

太
政
大
臣
藤
原
伊
通
の
政
治
意
見
書
。
二
六
○
年
頃
成
立
「
群
害
類
聚
」
巻
四
八
九
に
所
収
。

「
小
右
記
」
寛
弘
九
年
四
月
廿
七
日
条
に
よ
る
と

後
聞
、
諸
卿
候
東
三
条
之
間
、
喚
使
申
可
参
内
之
由
、
打
手
同
音
笑
、
其
後
瑚
弄
無
極
、
大
蔵
卿
執
石
打
召
使
両
三
度
云
々

と
あ
り
、
罪
の
な
い
身
分
の
卑
し
い
使
者
を
瑚
弄
し
た
り
石
で
打
っ
た
り
す
る
あ
た
り
公
家
の
随
劣
さ
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
翌
廿
八
日
の

暇
ｆ
一
一
１

殊
選
二
其
人
器
一
任
之
。
如
二
門
生
一
者
不
レ
任
し
之
。
但
惟
宗
俊
通
拝
ニ
ー
除
之
ご
云
為

と
あ
る
。
こ
の
規
定
は
令
制
に
は
勿
論
存
在
せ
ず
、
「
三
代
格
」
や
「
延
喜
式
」
に
も
見
ら
れ
な
い
。
医
道
の
高
官
が
和
気
・
丹
波
両
家
に
固
定
し

て
し
ま
っ
て
か
ら
慣
習
的
に
と
り
き
め
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
思
う
。
そ
し
て
こ
の
頃
に
は
博
士
は
教
官
と
い
う
よ
り
も
医
師
の
一
つ
の
格
付

け
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

に
所
収
。

「
二
中
歴
」
は
雄

「
官
職
秘
抄
」
唾

医
博
士
。
椎
。 は

鎌
倉
時
代
末
期
の
著
。
こ
の
事
項
は
「
古
事
類
苑
」
方
技
部
七
六
四
頁
よ
り
転
載
。

」
は
平
基
親
の
編
に
よ
り
一
二
○
○
年
頃
成
立
。
現
在
「
群
耆
類
聚
」
巻
七
○
に
所
収
。
そ
の
中
に

に
な
ら
っ
た
説
話
集
。
著
者
不
明
。
三
二
九
年
成
立
。
「
群
書
類
聚
」
巻
四
八
七
に
所
収
。

王
道
弱
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、

陽
陽
道
に
は
年
神
、
月
神
、
日
神
な
ど
と
い
う
迷
信
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
丹
波
氏
は
月
神
と
い
う
も
の
は
無
い
と
云
っ
て
い
た
が
、
和
気
定

成
ら
は
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
で
丹
波
憲
基
を
御
前
に
呼
ん
で
、
「
千
金
秘
髄
方
」
と
い
う
書
物
を
見
せ
て
、
こ
れ
に
月
神
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
で

は
な
い
か
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
憲
基
は
そ
の
本
は
ま
だ
見
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
と
答
え
て
、
い
ぶ
か
し
げ
な
顔
を
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

貴
族
で
あ
る
兼
実
が
当
時
の
専
門
家
の
知
ら
ぬ
医
書
を
読
ん
で
い
た
こ
と
が
判
る
。

（
型
）
一
時
は
医
を
業
と
し
た
こ
と
も
あ
る
平
田
篤
胤
は
そ
の
「
志
都
の
石
室
」
の
中
で

今
時
ノ
医
者
ト
云
〈
、
武
士
ノ
子
ナ
レ
、
ハ
惰
弱
モ
ノ
、
百
姓
ナ
レ
バ
疎
俶
モ
ノ
、
町
人
ナ
レ
バ
商
ヲ
為
得
ズ
、
職
人
ナ
レ
ゞ
ハ
不
器
用
モ
ノ
ニ

テ
、
口
過
ヲ
シ
カ
ネ
ル
者
ガ
医
者
一
一
デ
モ
ナ
ラ
ウ
ト
云
、
ソ
レ
ヲ
号
ケ
テ
、
デ
モ
医
者
ト
テ
云
禽

と
口
を
極
め
て
罵
倒
し
て
い
る
。
又
、
「
徳
川
禁
令
考
」
率
武
斗
芸
細
に
百
姓
か
ら
医
者
に
な
っ
た
者
が
名
字
を
名
の
る
の
を
放
任
し
て
よ
い
か
と

い
う
問
合
せ
を
阿
部
播
磨
守
が
幕
府
に
伺
い
を
立
て
て
い
る
が
、
そ
の
文
言
が
面
白
い
。
「
幡
磨
守
領
分
在
町
百
姓
共
の
内
、
病
身
等
｝
一
而
、
無
し

拠
医
者
｝
一
相
成
度
旨
願
出
候
」
と
あ
っ
て
、
よ
ん
ど
こ
ろ
な
く
医
者
に
な
ろ
う
と
い
う
の
は
、
何
と
な
く
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
特
別

の
医
学
的
知
識
を
持
っ
て
い
な
く
と
も
医
者
に
な
れ
た
の
で
あ
る
。
新
井
白
石
が
若
く
て
貧
し
か
っ
た
と
き
、
知
人
か
ら
「
足
下
ほ
ど
の
学
問
が
あ

れ
ば
医
者
に
な
る
く
ら
い
何
で
も
な
い
か
ら
、
生
計
の
た
め
に
な
っ
た
ら
ど
う
か
」
と
勧
め
ら
れ
た
こ
と
が
「
折
た
く
紫
の
記
」
に
記
さ
れ
て
い

る
。
江
戸
時
代
に
は
数
多
く
の
名
医
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
他
方
あ
や
し
げ
な
民
間
医
も
少
く
な
か
っ
た
。

（
妬
）
最
も
古
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
草
戸
千
脚
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
広
島
県
芦
田
川
の
河
口
の
近
く
に
あ
っ
た
も
の
で
、
十
八
世
紀
の
「
備
陽
六
郡
志
」

に
は
す
で
に
伝
説
的
な
幻
の
町
と
し
て
記
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
の
初
期
に
芦
田
川
改
修
工
事
に
初
め
て
遺
跡
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
後
昭
和
三
十

（
醜
）
古
く
は
す
で
に
仁
明
天
皇
が
医
学
の
知
識
に
深
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
「
続
日
本
後
紀
」
嘉
祥
三
年
三
月
条
）
。
ず
っ
と
後
代
の
も
の
で
あ

る
が
、
周
知
の
「
徒
然
草
」
の
百
二
十
二
段
に

人
の
才
能
は
、
文
あ
き
ら
か
に
し
て
聖
の
教
を
し
れ
る
を
第
一
と
す
。
（
中
略
）
次
に
医
術
を
習
ふ
く
し
。
身
を
や
し
な
ひ
、
人
を
た
す

け
、
忠
孝
の
つ
と
め
も
、
医
に
あ
ら
ず
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
（
以
下
略
）

と
あ
り
、
医
術
に
関
心
を
抱
く
有
識
人
が
多
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。

（
詔
）
「
玉
葉
」
承
安
三
年
（
二
七
三
）
二
月
四
日
条
に
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

今
日
憲
基
呼
レ
前
仰
二
医
書
之
事
等
『
有
二
千
金
秘
髄
方
云
書
一
令
し
見
し
之
。
憲
基
申
二
末
し
見
由
↓
此
中
有
し
云
二
年
月
日
神
一
件
事
於
二
月
神
一
者

一
切
無
し
之
由
、
丹
家
之
輩
所
し
申
也
。
而
定
成
貞
時
等
申
二
有
し
為
し
神
之
由
「
而
今
此
書
有
二
月
神
『
価
問
二
憲
基
一
頗
有
二
不
審
之
気
一
尤
有
レ
與

事一
也也
。企
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閂
巨
芹
｝
〕
①
四
目
ｇ
の
昌
行
旦
四
く
い
口
○
○
房
○
思
い
四
℃
も
の
四
吋
の
旦
画
庁
動
夙
庁
四
試
口
○
画
顕
庁
｝
〕
①
○
○
両
国
目
〕
○
口
℃
の
○
℃
目
の
い
す
巨
計
詳
唇
の
村
①
ご
く
固
い
］
』
茸
』
の
』
『
画
ロ
音
Ｑ
一
頭
耐
馬
の
雪
○
の
び
⑦
ワ
ミ
の
①
ご

ｅ

ｇ
ａ
冨
口
①
囚
ｐ
ｇ
８
Ｈ
８
ご
・
巨
の
＆
ｏ
旨
の
ミ
○
塁
曇
９
号
①
目
．
貰
己
①
芝
閉
旨
胃
且
巨
。
＆
旨
３
］
§
脚
口
画
ｇ
ｏ
閉
岳
の
、
８
津
○
日
〆
○
門
８
口
画
．
。
岳
①
ロ
津
○
日

○
匡
毎
画
目
号
①
、
昏
日
の
蚤
ｏ
①
己
．
日
ご
〉
ず
屋
号
○
口
々
凹
浄
ミ
Ｑ
ｏ
ｏ
８
筋
○
○
巨
匡
的
脚
冒
四
口
●
昌
冑
５
葛
｝
①
ユ
鴨
爲
昏
①
旨
①
葛
ご
‐
画
胃
さ
の
９
日
の
ｇ
ｏ
旨
の
．
シ
四
号
①

●

①

展
閏
間
口
胃
○
○
ぽ
○
《
亀
〉
（
号
①
詫
旨
函
口
○
日
８
巨
昇
旨
昏
①
胃
○
ぐ
旨
８
○
『
氏
閏
昌
胃
○
）
号
ぐ
⑦
］
○
℃
ａ
旨
い
○
ぐ
の
昌
昌
①
局
国
畠
唾
湧
蔚
日
．
昼
の
の
①
Ｑ
ｏ
ｏ
８
湧
彦
画
旦
胃
①
巨

脚
で
勺
巳
冒
蔚
ロ
斤
○
津
〕
①
で
○
ｍ
許
○
『
⑥
○
口
目
冠
ぽ
く
い
』
。
』
四
回
。

二
年
以
来
福
山
市
は
数
次
に
わ
た
っ
て
調
査
を
し
て
い
る
。
こ
の
遺
跡
か
ら
は
平
安
時
代
の
遺
物
も
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
時
分
か
ら
聚
落
を
作

っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
ま
だ
千
軒
と
呼
ば
れ
る
程
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
備
後
国
草
戸
住
一
乗
と
銘
打
っ
た
法
華

一
乗
と
名
の
る
刀
工
も
こ
の
地
の
者
で
あ
る
と
い
う
。
ち
な
み
に
こ
の
草
戸
千
軒
は
鎌
倉
末
期
に
芦
田
川
の
洪
水
に
よ
っ
て
壊
滅
し
た
（
雄
山
閣

「
考
古
学
講
座
」
６
一
七
九
頁
以
下
）

屍
）
・
医
者
は
、
歌
い
手
や
予
言
者
や
船
大
工
の
棟
梁
の
よ
う
に
「
人
助
け
な
職
人
」
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
か
れ
は
こ
れ
ら
の
人
左
と
お
な
じ
よ
う
に
自
発

的
に
、
ま
た
は
招
待
を
う
け
て
町
か
ら
町
を
渡
り
歩
き
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
歓
迎
さ
れ
る
。
多
く
の
領
主
た
ち
は
、
一
人
の
歌
い
手
に
、
一
人
の
お

抱
え
医
者
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
（
ハ
イ
ベ
ル
グ
著
平
田
寛
訳
「
古
代
科
学
」
三
八
頁
鹿
島
出
版
会
）

（
福
島
市
）

○
己
の
○
日
の
○
画
四
画
”
の
、
言
奇
声
の
盟
庁
屋
色
感
○
国
○
命
庁
彦
①
ｐ
ｏ
ｇ
○
吋

四
日
。
ご
頤
骨
壷
①
も
の
○
豆
の
旨
四
国
ｇ
①
ご
含
目
一
日
硯

、
囚
昌
昌
乏
Ｏ
閥
ロ
ン
［
国

ず
電
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Attheoutsetofthe8thcenturyasystemofwrittenlawscalled:6Ritsu-Ry6''wasibrmulated,andthereaftergovernmental

measureswerecarriedoutinaccordancewiththelaws・ThemedicalofficerswereappointedandarrangedintheoHicesinthe

capitalandalsoineveryprovince･Manydoctorswerenewlyappointedasofficials,butthesemedicalo缶cerswereoflittle

usefbrthepeople・Somedoctorsremainedamongthepeopleandtreatedthem,thoughmostofthedoctorshadalowlevel

ofknowledgeandability,andthepeopleseldomconsultedthedoctorsabouttheirdiseases.

InthelateHeianerathelawshadalmostlosttheireHicacyandmanymedicalofficershadtosufIbriromthereduction

oftheirincomes・Ontheotherhand,theimportantmedicalpostshadbeenpossessedexclusivelybythemembersoftwo

famousiamilies,namelyWakeandTanba.Thesefbctshaddisappointedthemedicalofficersandtheybegantocomeback

amongthepeople・Howeverwemustnotoverlookthegradualincreaseofthedemandofthepeopleibrmedicme.

Theincreaseinnumberofdoctorsamongthepeopleslowlyraisedtheleveloftheirmedicalabilities,Isuppose，Atlast,

thoughitwasafteroveracentury,afbweminentdoctors,fbrexampleShozenKajiwara,appearedexceptibrthemembersof
theabove-mentionedtwofhmilies.

因
守
［

（
つ
め
）



一
、
『
四
民
月
令
』
中
の
薬
品
記
事

（
１
）

『
四
民
月
令
』
は
後
漢
の
崔
宴
の
撰
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
こ
の
言
を
撰
し
た
と
い
う
こ
と
は
彼
の
伝
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ

（
２
）

に
つ
い
て
疑
っ
た
人
は
な
い
。
そ
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
万
国
鼎
氏
が
延
烹
六
年
（
一
六
三
）
よ
り
の
ち
、
石
声
漢
氏
が
元
嘉
元
年
（
一
五
一
）

（
３
）

よ
り
前
と
い
う
よ
う
に
、
人
に
よ
っ
て
推
定
時
期
に
ず
れ
が
あ
る
が
、
後
漢
（
二
五
’
三
二
○
）
の
中
期
か
ら
後
期
へ
の
移
行
期
に
著
わ
さ
れ

（
４
）

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
書
は
『
晴
志
』
や
『
新
か
旧
唐
志
』
な
ど
に
採
録
さ
れ
、
宋
代
ま
で
は
存
在
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
が
、
そ
の

後
、
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
『
斉
民
要
術
」
や
『
玉
燭
宝
典
」
、
『
太
平
御
覧
』
な
ど
に
引
用
さ
れ
て
い
る
逸
文
に
よ
る
復
原
が
、

明
、
情
以
後
、
た
び
た
び
試
染
ら
れ
、
数
種
の
輯
本
が
作
ら
れ
た
。
そ
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
も
の
が
石
氏
の
『
四
民
月
令
校
注
』

と
さ
れ
、
今
回
の
考
察
に
際
し
て
も
、
そ
れ
に
従
っ
た
。

こ
の
書
は
、
序
文
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
ど
の
よ
う
な
目
的
で
著
わ
さ
れ
た
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
月
令
の
名
が
示
す
よ
う
に
、
年
中
行

事
を
取
り
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
農
作
業
に
関
し
た
も
の
が
中
心
で
あ
る
が
、
薬
に
つ
い
て
の
記
述
も
か
な
り
あ
る
。
以
下
そ
れ
に
つ
い
て

考
察
を
加
え
た
い
。

『
神
農
本
草
経
』 『

四
民
月
令
』
の
薬
品

に
は
多
く
の
穀
物
や
蔬
菜
も
取
り
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
そ
の
薬
品
と
し
て
の
応
用
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ

纈
蕊
蕊
罐
垂
鵠
涛
昭
和
五
十
四
年
十
一
月
十
五
日
愛
付

赤
堀
昭
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二
、
本
草
書
か
ら
見
た
『
四
民
月
令
』
の
薬
品

（
猫
）

先
に
挙
げ
た
薬
品
は
葵
と
胡
豆
以
外
は
す
べ
て
『
神
農
本
草
経
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
食
用
を
主
目
的
と
し
た
も
の
の
う
ち
、

半
数
近
く
の
芥
、
蘇
、
牧
宿
、
蒜
、
芋
、
粟
、
黍
、
麦
、
蕪
菩
、
裟
荷
は
別
録
品
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
薬
用
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
文
と

（
５
）
（
６
）
（
７
）

る
が
、
『
四
民
月
令
』
中
の
瓜
、
瓠
、
芥
、
葵
、
難
、
大
、
小
葱
、
蓼
、
蘇
、
牧
宿
、
蒜
、
芋
、
大
豆
、
胡
麻
、
粟
、
黍
、
小
豆
、
麦
、
胡

豆
、
生
薑
、
蕪
菩
、
亭
歴
、
冬
葵
、
襲
荷
な
ど
の
植
物
は
、
食
用
を
主
と
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
関
す
る
記
事
の
大
部

分
は
、
栽
培
収
穫
時
期
に
つ
い
て
の
指
示
で
あ
る
。
本
草
書
に
こ
れ
ら
の
薬
品
の
産
地
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
の
一
因
も
、
栽
培
化
に
あ

っ
た
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
薬
用
を
主
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
は
地
黄
、
桃
花
、
茜
、
括
楼
、
士
瓜
根
、
烏

（
８
）

頭
、
天
雄
、
天
門
冬
、
文
、
烏
韮
、
窪
麦
、
柳
薬
、
莨
若
子
、
恵
耳
、
婚
諸
、
峻
姑
、
柏
実
、
車
前
実
、
王
不
留
行
、
菊
華
、
枳
実
な
ど
が
あ

る
。
も
っ
と
も
茜
に
つ
い
て
は
、
崔
篁
自
身
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
「
染
降
艸
也
」
と
い
う
注
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
藍
と
同
様
に
染
料

と
解
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、
使
用
目
的
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
柳
梨
、
嶋
諸
、
蟆
姑
、
括
楼
の
「
柳
緊
上
創

（
９
）

穴
也
」
、
「
嶋
諸
。
京
師
謂
之
蝦
蟆
。
北
州
謂
之
去
角
。
或
云
苔
就
。
可
以
合
悪
疽
瘡
薬
也
」
、
「
蟆
姑
有
刺
。
治
去
刺
。
治
産
婦
難
生
。
児
衣

（
鋤
）

不
出
」
、
「
括
楼
以
治
録
属
也
」
と
い
う
注
か
ら
、
薬
用
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
二
月
に
植
え
て
、
八
月
に
（
採
取
し
て
）

乾
燥
さ
せ
る
と
い
う
、
地
黄
の
栽
培
を
示
し
て
い
る
記
事
も
、
注
目
す
べ
き
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

（
、
）

そ
の
ほ
か
に
こ
の
書
は
、
屠
蘇
酒
の
原
形
と
考
え
ら
れ
る
椒
酒
の
ほ
か
、
小
草
続
命
丸
、
止
利
黄
連
丸
、
藍
丸
、
蜀
漆
丸
、
馬
舌
下
散
、
窪

（
蝿
）

乱
丸
、
少
小
薬
と
い
う
薬
の
調
製
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。
は
じ
め
の
四
種
は
そ
れ
ぞ
れ
小
草
、
黄
連
、
藍
、
蜀
漆
を
主
要
な
構
成
薬
と
す

る
製
剤
で
あ
ろ
う
が
、
藍
以
外
の
生
薬
の
収
穫
の
記
事
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
は
購
入
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
ほ
か
に
日
煎
薬
、
法

（
蝿
）
（
皿
）

薬
、
廿
合
創
薬
、
諸
青
と
い
う
名
称
も
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
特
定
の
製
剤
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
法
薬
に
は
白
犬

（
焔
）

の
肝
血
と
白
鶏
の
頭
が
、
少
小
薬
に
は
牛
胆
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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F －

烏
韮
が
別
録
品
で
あ
る
だ
け
で
、
残
り
は
す
べ
て
本
経
品
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
三
品
分
類
に
つ
い
て
は
、
均
等
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
て
、
か

た
よ
り
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
薬
品
が
ど
の
よ
う
な
疾
患
の
治
療
に
用
い
ら
れ
た
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
柳
梨
、
購
畭
、
蝋

（
灯
）

姑
の
薬
効
は
、
『
神
農
本
草
経
』
に
そ
れ
ぞ
れ
「
痂
折
悪
瘡
金
瘡
」
、
「
羅
腫
陰
瘡
疽
痩
悪
瘡
」
、
「
産
難
出
肉
中
刺
」
と
あ
り
、
前
述
の
注
の
内

容
と
よ
く
一
致
し
て
い
る
。
他
の
薬
品
に
つ
い
て
も
、
こ
の
よ
う
に
『
神
農
本
草
経
』
の
記
載
に
沿
っ
て
使
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
強
い
。

『
四
民
月
令
』
に
は
、
農
作
物
だ
け
で
な
く
、
薬
品
に
つ
い
て
も
植
え
付
け
と
か
収
穫
の
適
期
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
二
月
か
ら

三
月
一
杯
に
か
け
て
は
地
黄
を
植
え
る
ほ
か
に
桃
花
、
茜
、
括
楼
、
士
瓜
根
、
天
雄
、
天
門
冬
の
採
取
の
指
示
が
あ
る
。
三
月
の
三
日
か
ら
上

除
の
日
に
か
け
て
は
文
、
烏
韮
、
窪
麦
、
柳
薬
を
、
四
月
に
は
蕪
菩
、
芥
、
亭
歴
、
冬
葵
、
莨
若
子
、
小
蒜
を
、
五
月
五
日
に
は
恵
耳
、
贈

諸
、
東
行
蝋
姑
を
採
取
す
る
と
し
て
い
る
が
、
蕪
菩
の
採
取
は
十
月
の
、
恵
耳
は
七
月
の
条
に
も
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
六
月
と
七
月
の
条
に

は
そ
れ
ぞ
れ
芥
子
と
柏
実
の
、
八
月
八
日
の
項
に
は
車
前
実
、
烏
頭
、
天
雄
、
王
不
留
行
の
、
九
月
九
日
に
は
菊
華
と
枳
実
の
採
取
が
記
述
さ

（
蝿
）

れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
八
月
に
は
地
黄
を
乾
か
す
と
あ
り
、
九
月
に
は
距
蕊
と
襲
荷
を
貯
蔵
す
る
と
し
て
い
る
し
、
括
楼
の
採
取
は
十
月
の

条
に
も
書
か
れ
て
い
る
。
一
方
こ
れ
ら
の
生
薬
乃
至
農
産
物
に
つ
い
て
の
、
『
神
農
本
草
経
』
で
の
採
薬
時
期
の
記
載
は
次
の
通
り
で
、
聖

麦
、
車
前
実
や
、
八
月
の
烏
頭
、
天
雄
の
よ
う
に
違
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
お
お
む
ね
よ
く
一
致
し
て
い
る
。
な
お
、
本
草
の
柳
華
、
蕪

菩
、
芥
、
柏
実
の
項
に
は
採
薬
時
期
は
記
載
さ
れ
て
い
ず
、
『
四
民
月
令
』
で
い
う
十
月
の
括
楼
は
根
で
は
な
く
実
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

『
神
農
本
草
経
』
採
薬
時
期
。
（
正
月
二
月
）
烏
頭
、
（
二
月
）
天
雄
、
（
二
、
三
月
）
茜
根
、
（
二
、
三
、
七
、
八
月
）
天
門
冬
根
、
（
二
、
八

月
）
地
黄
根
、
括
楼
根
、
王
不
留
行
、
（
三
月
）
土
瓜
根
、
（
三
月
三
日
）
桃
花
、
文
、
烏
韮
、
（
立
夏
後
）
亭
歴
子
、
（
五
月
）
莨
若
子
、
（
五

月
五
日
）
小
蒜
、
哨
諸
、
車
前
実
、
（
夏
至
）
蟆
姑
、
（
立
秋
）
窪
麦
子
、
（
九
月
）
菊
花
、
生
薑
、
（
九
、
十
月
）
枳
実
、
（
実
熟
時
）
菓
耳
。

三
、
『
四
民
月
令
』
の
特
色

加
工
技
術
の
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
古
代
に
お
い
て
は
、
農
業
は
現
代
よ
り
は
る
か
に
重
要
な
産
業
で
あ
り
、
為
政
者
の
最
も
関
心
を
寄
せ
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、

（
⑬
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
漢
代
の
中
期
に
、
既
に
『
氾
勝
之
書
』
を
は
じ
め
と
す
る
九
種
の
農
書
が
存
在
し
て
い
た
こ
と

も
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
で
も
天
候
に
左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
多
い
農
業
生
産
が
、
栽
培
技
術
の
未
熟
な
古
代
に
お
い
て
は
、

一
層
自
然
の
影
響
を
受
け
や
す
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
殿
の
時
代
か
ら
、
神
霊
に
収
穫
を
祈
る
と
か
、
播
種
、
収
穫
な

（
卯
）

ど
の
作
業
の
適
期
を
占
う
と
い
っ
た
行
為
が
実
施
さ
れ
て
い
た
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
時
代
の
経
過
と
と
も
に
次
第
に
形
を
変

え
、
巫
女
に
よ
る
祈
祷
は
天
子
に
よ
る
祭
祀
と
な
り
、
卜
人
に
よ
る
占
い
は
経
験
の
蓄
積
に
基
づ
く
農
事
暦
の
作
成
に
よ
っ
て
取
っ
て
替
え
ら

れ
た
。
こ
の
よ
う
な
発
展
の
歴
史
は
天
野
元
之
助
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
『
夏
小
正
』
を
は
じ
め
、
『
呂
氏
春
秋
』
、
『
礼
記
」
、
『
准
南
子
』

（
趾
）

な
ど
の
い
わ
ゆ
る
月
令
記
事
の
な
か
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
月
令
記
事
に
は
互
い
に
重
複
が
あ
り
、
そ
の
関
係
に
つ
い
て
、
は
古

（
鯉
）
（
鱒
）

来
多
く
の
人
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
島
邦
男
氏
に
よ
っ
て
詳
し
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
天
野
氏
の
想
定
の
よ
う
に
、
宮

廷
の
農
事
暦
の
よ
う
な
共
通
の
祖
本
が
存
在
し
、
そ
れ
か
ら
各
害
の
撰
者
の
見
解
に
従
っ
て
必
要
部
分
を
引
用
し
、
独
自
の
考
え
を
追
加
し
た

と
解
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
の
書
で
は
、
中
国
の
古
代
の
書
に
よ
く
あ
る
例
の
よ
う
に
、
前
代
の
害
の

引
用
が
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
『
四
民
月
令
』
は
こ
れ
ら
と
は
著
し
く
違
っ
た
内
容
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
祖
本
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
は
前
記
の
各
書
と
は
違
っ
た
系
統
の
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
前
記
の
諸
書
が
為
政
者
の
遵
守
す
べ
き
年
中
行
事

を
記
述
し
た
も
の
で
、
農
作
業
そ
の
も
の
に
ま
で
は
及
ん
で
い
な
い
の
に
対
し
て
、
こ
の
書
は
庶
民
、
と
い
っ
て
も
地
方
豪
族
階
級
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
対
象
と
し
、
実
際
面
に
よ
り
重
点
を
置
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
薬
品
生
産
に
つ
い
て
の
最
古
の
記
事
を
含
ん
で
い
る
こ
と
と

と
も
に
、
こ
の
書
の
大
き
な
特
色
に
な
っ
て
い
る
。

（
３
）

こ
の
書
の
撰
者
、
崔
宴
の
伝
に
つ
い
て
は
、
石
氏
の
研
究
が
あ
る
か
ら
、
今
さ
ら
詳
し
く
述
べ
る
必
要
は
な
い
。
彼
は
啄
郡
安
平
（
今
の
河

北
省
安
平
県
）
の
望
族
の
出
身
で
、
名
は
実
と
も
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
伝
に
は
不
明
の
部
分
が
多
く
、
没
年
は
『
後
漢
書
』
に
霊
帝

の
建
寧
中
（
一
六
八
’
一
七
一
）
と
あ
り
、
石
氏
は
そ
の
三
年
の
前
半
と
推
定
し
て
い
る
が
、
享
年
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
生

（
３
）
（
型
）

年
も
、
和
帝
の
永
元
十
五
年
（
一
○
三
）
ご
ろ
と
も
順
帝
（
一
二
六
’
一
四
四
）
の
こ
ろ
と
も
い
わ
れ
、
定
説
は
な
い
。
彼
は
祖
父
の
甑
が
『
漢

（34） 146



書
』
の
撰
者
の
班
固
と
並
び
称
せ
ら
れ
、
父
の
瑳
も
馬
融
、
張
衡
と
深
い
交
友
が
あ
っ
た
と
い
う
、
文
人
の
家
系
に
生
ま
れ
、
自
ら
も
蕊
畠
と

と
も
に
崔
・
葵
と
い
わ
れ
た
ほ
ど
の
文
筆
家
で
あ
っ
た
。
彼
の
著
に
は
『
政
論
』
や
、
辺
詔
、
延
篤
ら
と
撰
し
た
『
東
観
漢
記
」
な
ど
の
後
世

に
ま
で
知
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
。
『
四
民
月
令
』
成
立
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
万
氏
と
石
氏
で
見
解
が
異
な
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
を
ま
と
め
た
場
所
が
洛
陽
で
、
そ
の
周
辺
の
農
事
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
意
見
が
一
致
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
害
の
内
容
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
皇
が
単
な
る
官
吏
と
し
て
生
涯
を
送
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と

で
あ
る
。
彼
の
家
は
父
の
伝
に
「
家
貧
し
く
し
て
兄
弟
同
居
す
る
こ
と
数
十
人
、
郷
邑
と
化
し
た
」
と
あ
る
よ
う
に
大
家
族
で
あ
っ
た
。
し
か

も
父
の
暖
は
賓
客
を
厚
遇
し
た
た
め
に
家
財
を
残
さ
ず
、
そ
の
う
え
父
が
死
ん
だ
時
に
は
厚
く
葬
っ
た
た
め
、
田
宅
を
売
り
、
資
産
を
な
く
す

と
い
う
事
態
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
商
取
引
や
酒
造
り
を
行
な
う
こ
と
に
な
り
、
世
人
の
そ
し
り
を
受
け
た
が
、
や
め
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た

五
原
（
今
の
内
蒙
古
五
原
県
）
の
太
守
に
な
っ
た
時
に
は
、
紡
織
の
術
を
知
ら
な
い
た
め
に
衣
服
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
民
衆
を
見
て
、
自
ら
の

貯
え
を
売
っ
て
、
そ
の
金
で
織
師
を
迎
え
、
道
具
の
作
り
か
た
と
織
り
か
た
を
教
え
さ
せ
て
、
寒
苦
を
免
れ
さ
せ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

『
四
民
月
令
』
も
生
産
の
指
示
だ
け
で
な
く
、
農
産
物
の
売
買
の
適
期
に
も
言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
皇
の
知
識
が
単
な
る
机
上
の
学
問
か

ら
得
た
も
の
だ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
四
民
月
令
』
は
伝
聞
や
前
代
の
書
の
記
述
だ
け
で
は
な
く
、
一
族
を

維
持
す
る
た
め
に
行
な
っ
た
彼
の
経
営
経
験
と
、
豪
邇
な
父
に
よ
る
生
活
の
破
綻
を
輔
助
し
た
母
親
の
経
験
と
を
ま
と
め
て
作
ら
れ
た
害
で
、

当
時
の
実
情
を
十
分
に
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
『
斉
民
要
術
』
や
『
玉
燭
宝
典
』
な
ど
に
引
用
さ
れ
た
の
も
、
当
時
そ
の
価
値
を
認

め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
残
念
な
こ
と
は
、
石
氏
の
輯
本
に
し
て
も
、
そ
の
最
大
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
た
『
玉
燭
宝
典
』
が
完
本
で

な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
完
全
と
は
い
え
ず
、
そ
の
全
貌
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

四
、
後
漢
時
の
医
学
事
情
と
本
草
害
の
成
立

武
威
の
医
簡
は
、
そ
の
な
か
に
「
他
人
に
伝
え
て
は
な
ら
な
い
」
と
書
い
た
も
の
が
あ
る
よ
う
に
、
医
師
か
ら
医
師
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
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崔
寡
は
専
門
の
医
師
で
は
な
い
し
、
医
術
に
通
じ
て
い
た
と
か
、
医
療
行
為
を
行
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
彼

（
調
）

が
医
学
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
『
政
論
』
の
逸
文
の
な
か
に
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
『
四
民
月
令
』
と
い
う
、
地
方
豪
族
の
生

活
秩
序
を
維
持
し
て
行
く
の
に
必
要
な
、
一
年
間
の
行
事
を
記
述
し
た
、
こ
の
短
い
経
営
指
針
書
の
な
か
に
、
薬
草
の
植
え
付
け
、
収
穫
の
時

期
か
ら
常
備
薬
の
製
造
ま
で
、
か
な
り
の
量
の
医
薬
記
事
を
盛
り
込
ん
で
い
る
の
は
、
彼
が
医
薬
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ

は
一
面
で
は
医
薬
に
つ
い
て
の
知
識
が
普
及
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
地
方
の
医
療
体
制
が
不
備
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の

で
も
あ
ろ
う
。
ま
た
常
備
薬
の
製
造
に
正
月
の
上
除
の
日
と
か
五
月
五
日
と
い
っ
た
特
定
の
日
が
指
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
超
自
然
的
な
力
の

助
け
を
借
り
よ
う
と
い
う
願
望
の
あ
ら
わ
れ
で
、
魔
除
け
に
使
っ
た
鶏
の
頭
を
薬
に
入
れ
る
と
い
う
の
も
同
じ
発
想
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。

別
録
』
（
以
下
『
別

れ
た
書
で
あ
ろ
う
。

あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
処
方
は
医
師
だ
け
に
よ
っ
て
使
わ
れ
る
性
格
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
『
四
民
月
令
』
に
取
り
挙
げ
ら
れ
て
い

る
製
剤
は
、
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
、
家
庭
常
備
薬
の
類
と
考
え
ら
れ
る
。
武
威
の
処
方
に
固
有
名
が
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
そ
れ

ぞ
れ
特
定
の
名
称
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
も
、
一
つ
に
は
一
般
人
の
使
用
の
便
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
常
備
薬
は
原
料
構
成
が
示
さ
れ

て
い
な
い
た
め
、
武
威
の
処
方
の
内
容
と
く
ら
べ
て
ど
の
よ
う
な
特
長
が
あ
る
か
、
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
言
に
取
り
挙
げ

（
弱
）

ら
れ
て
い
る
薬
品
は
、
大
部
分
が
本
経
品
で
あ
る
と
い
う
、
武
威
の
医
簡
と
同
じ
傾
向
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
先
に
下
し
た
、
『
神
農
本
草
』

（
妬
・
”
）

（
以
下
『
本
経
』
と
す
る
）
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
の
推
定
は
誤
り
で
な
く
、
こ
の
本
草
書
は
後
漢
の
初
期
か
ら
中
期
ご
ろ
に
使
わ
れ
て
い
た
治

療
薬
を
取
り
挙
げ
て
、
そ
れ
ら
の
性
質
と
適
応
症
に
つ
い
て
の
当
時
の
説
を
ま
と
め
た
書
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
武
威
も
洛
陽
乃
至
安
平

も
揚
子
江
流
域
と
は
遠
く
離
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
た
、
あ
る
い
は
そ
の
地
方
の
薬
物
知
識
を
ま
と
め
た
本
草
書
が
『
神
農
本

（
認
）

草
』
ま
た
は
そ
の
祖
本
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
漢
方
関
係
の
言
で
よ
く
い
わ
れ
て
い
る
、
本
草
書
の
揚
子
江
流
域
説
は
無
理
で
あ

ろ
う
。
ま
た
後
漢
の
中
期
ご
ろ
ま
で
に
薬
品
と
し
て
は
扱
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
ま
で
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
『
名
医

別
録
」
（
以
下
『
別
録
』
と
す
る
）
は
も
う
少
し
の
ち
の
時
代
の
説
ま
で
も
包
含
し
た
書
、
あ
る
い
は
別
の
学
派
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
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武
威
、
馬
王
堆
出
土
の
処
方
中
に
使
わ
れ
て
い
た
薬
品
に
は
、
特
長
の
あ
る
一
群
が
あ
る
。
そ
れ
は
本
草
書
で
別
名
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い

る
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
薬
品
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
『
本
経
』
と
『
別
録
』
の
成
立
年
代
を
推
測
す
る
手
懸
り
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

（
郡
）

こ
と
を
先
に
指
摘
し
て
お
い
た
。
『
四
民
月
令
」
の
総
数
三
十
ほ
ど
の
薬
品
の
な
か
に
も
土
瓜
、
烏
韮
、
贈
諸
と
い
う
三
種
の
こ
の
種
の
薬
品

（
鋤
）

が
あ
る
。
た
だ
し
、
蠣
諸
す
な
わ
ち
嶋
畭
は
以
前
か
ら
蝦
蟆
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
し
、
こ
の
害
で
も
洛
陽
で
は
蝦
蟆
と
い
わ
れ
て
い
た
と
し
て

い
る
か
ら
、
こ
の
場
合
は
地
方
名
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
薬
名
で
注
目
す
べ
き
も
の
は
烏
頭
で
あ
る
。
こ
の
有
名
な
毒
薬
が
先
秦
時
代
か
ら

（
郡
）
（
劃
）

後
漢
の
初
期
ま
で
烏
隊
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
は
、
漢
代
の
処
方
集
そ
の
他
の
文
献
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
恐
ら
く
後
漢
に
は
い
っ
て
か
ら
烏

頭
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
あ
る
い
は
烏
頭
の
名
称
が
一
般
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
草
薩
も
漢
代
の
処
方
集
で
は

（
蛇
）

亭
磨
と
な
っ
て
い
た
の
が
、
こ
の
害
で
は
亭
歴
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
二
例
は
、
伝
写
の
あ
い
だ
の
改
変
を
考
え
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
害
が
二

種
の
薬
品
の
名
称
が
変
っ
た
の
ち
に
著
わ
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
が
、
『
本
経
』
成
立
の
時
期
が
後
漢
中
期
以
後
で
あ
る
と
い
う
推

定
に
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
認
）

『
神
農
本
草
経
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
産
地
と
採
薬
時
節
は
、
異
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
墨
書
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
般
に
は

『
別
録
』
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
草
本
、
特
に
一
年
生
植
物
の
場
合
に
は
、
果
実
と
か
根
な
ど
、
採
集
可
能
の
時
期
は
限
定

さ
れ
て
い
て
、
い
つ
の
時
代
で
も
そ
れ
ほ
ど
変
り
は
な
い
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
ま
と
め
て
記
載
し
た
の
は
、
現
存
害
の
な
か
で
は
『
四

民
月
令
』
が
最
も
古
く
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
代
に
は
採
薬
の
適
期
に
つ
い
て
注
意
が
払
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
解
し
て
よ
い
。
し
か

も
三
月
三
日
と
か
五
月
五
日
と
い
っ
た
特
別
な
意
味
を
持
っ
た
日
の
指
定
が
か
な
り
一
致
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
害
と
本
草
の
採
薬
時
節
の
ま

と
め
ら
れ
た
時
代
が
か
な
り
近
い
と
推
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

五
、
ま
と
め

『
四
民
月
令
』
は
崔
宴
の
経
験
に
裏
付
け
さ
れ
た
書
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
記
述
は
実
際
に
行
な
わ
れ
た
作
業
の
記
録
そ
の
も
の
で
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は
な
い
が
、
そ
れ
に
近
い
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
中
国
に
限
ら
ず
本
邦
に
も
、
医
薬
書
は
数
多
く
残
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る

治
療
法
や
薬
品
が
ど
の
程
度
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
疑
問
で
、
そ
れ
を
示
す
記
録
は
少
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ

の
書
は
中
国
の
一
地
方
の
一
時
期
だ
け
に
限
ら
れ
て
は
い
る
が
、
一
族
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
医
薬
に
関
心
を
寄
せ
る
こ
と
が
必
須
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
、
当
時
の
医
療
の
実
態
の
一
端
を
伝
え
て
い
る
、
貴
重
な
書
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
書
に
示
さ
れ

て
い
る
薬
品
の
大
部
分
が
本
経
品
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
薬
名
や
採
薬
時
期
の
問
題
と
と
も
に
、
『
本
経
』
成
立
時
期
の
推
定
に
役
立
つ
、

重
要
な
手
懸
り
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

へ
頁
Ｊ
）

／
、

（
６
）

（
７
）

『
四
民
月
令
』
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
安
田
学
園
の
渡
部
武
教
諭
が
同
学
園
研
究
紀
要
第
十
八
号
（
一
九
七
七
）
の
抜
刷
「
『
四
民

月
令
』
訳
注
稿
」
を
送
付
さ
れ
、
そ
の
な
か
の
薬
物
に
つ
い
て
の
意
見
を
求
め
ら
れ
た
の
が
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
こ
の
論
文
の
作
成
に
際
し
て
も
、
同
論

文
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
追
手
門
学
院
大
学
名
誉
教
授
、
天
野
元
之
助
博
士
に
は
渡
部
教
諭
と
の
仲
介
の
労
を
と
っ
て
い
た
だ
い
た
う
え
、

全
般
に
わ
た
っ
て
御
指
導
を
い
た
だ
い
た
。
両
先
生
に
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

注
と
文
献

（
１
）
「
後

（
２
）
中
国

（
３
）
石

（
４
）
朱た

だ
葵
と
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
内
容
は
わ
か
ら
な
い
。

崔
宴
の
注
に
「
夏
葱
を
小
と
い
い
、
冬
葱
を
大
と
い
う
」
と
あ
る
。
何
物
を
指
す
か
正
確
に
は
不
明
で
あ
る
。

音
か
ら
考
え
て
首
稽
で
あ
ろ
う
。

之
意
」
と
い
っ
て
い
る
。

「
後
漢
書
』
巻
五
二
、
崔
駆
伝
の
末
尾
に
、
父
の
霞
の
伝
と
と
も
に
付
記
さ
れ
て
い
る
。

中
国
農
業
遺
産
研
究
室
編
『
中
国
農
学
史
』
（
初
稿
）
上
冊
、
一
三
五
頁
、
科
学
出
版
社
（
一
九
五
九
）
。

石
声
漢
『
四
民
月
令
校
注
』
、
中
華
害
局
（
一
九
六
五
）
。

朱
斑
『
朱
文
公
文
集
』
巻
四
五
、
答
楊
子
直
書
「
四
民
月
令
中
。
亦
見
当
時
風
俗
及
其
治
家
斉
整
。
即
以
厳
致
平
之
意
推
尋
也
」
。
こ
の

書
翰
の
内
容
は
王
応
隣
も
知
っ
て
い
て
、
『
困
学
記
聞
』
巻
一
三
に
「
崔
這
四
民
月
令
。
朱
文
公
謂
。
見
当
時
風
俗
及
其
治
家
整
斉
。
即
以
厳
致
平
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（
８
）
音
か
ら
考
え
て
鶯
耳
で
あ
ろ
う
。

（
９
）
石
氏
は
唐
鴻
学
が
彼
の
輯
本
『
四
民
月
令
』
中
で
い
っ
て
い
る
「
苔
就
は
字
形
が
似
て
い
る
た
め
に
苦
饅
を
誤
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
説
に
従

っ
て
、
苦
蜑
と
改
め
て
い
る
。

（
、
）
石
氏
は
属
は
蕾
の
字
を
誤
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。

、
）
『
玉
燭
宝
典
』
、
『
初
学
記
』
、
『
太
平
御
覧
』
と
も
に
藍
丸
で
あ
る
が
、
石
氏
は
意
味
が
と
り
に
く
い
と
し
、
『
事
類
集
六
帖
』
に
従
っ
て
、
薬
丸

へへへ

141312
警一一

へへへ

181716
レレー

へ
５
）

／
Ｔ
ｌ
、

（
四
）

（
鋤
）

、
１
ユ
ノ

〆
の
色
」

（
理
）

『
本
経
』
の
遠
志
の
項
に
「
葉
名
小
草
」
と
あ
る
の
に
従
っ
て
、
遠
志
の
葉
と
解
す
る
。

『
玉
燭
宝
典
』
に
は
注
薬
と
あ
る
が
、
石
氏
は
法
薬
の
誤
り
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

「
作
諸
日
煎
薬
」
と
あ
る
か
ら
、
日
煎
薬
と
総
称
さ
れ
る
薬
剤
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
廿
合
創
薬
も
内
容
が
不
明
で
あ
る
。
諸
膏
は
も
ろ
も
ろ
の

膏
で
あ
ろ
う
。
十
二
月
の
条
に
「
去
瀦
孟
車
骨
、
そ
の
注
に
「
後
三
歳
可
合
創
膏
」
と
あ
る
。
こ
の
骨
の
字
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
り
、
石
氏
が
底

本
と
し
た
古
逸
叢
書
本
の
『
玉
燭
宝
典
』
で
は
膏
と
し
て
あ
る
。
し
か
し
彼
は
唐
鴻
学
の
、
『
斉
民
要
術
』
の
引
文
を
是
と
す
る
説
に
従
っ
て
骨
に

改
め
、
『
千
金
方
』
な
ど
に
出
る
牙
車
骨
に
相
当
す
る
と
考
え
、
牙
躰
骨
と
解
し
た
。
『
玉
燭
宝
典
』
の
前
田
本
で
は
、
こ
の
字
は
骨
と
は
断
定
し

難
い
が
、
膏
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
石
氏
の
説
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
が
、
臘
月
の
猪
脂
は
膏
に
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
孟
車
膏
と
し
て
あ

る
の
に
も
根
拠
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

十
二
月
の
条
に
「
東
門
傑
白
鶏
頭
」
、
そ
の
注
に
「
可
以
合
法
薬
」
と
あ
る
。
十
二
月
に
白
い
鶏
の
頭
を
ま
じ
な
い
と
し
て
東
門
に
打
ち
つ
け
、
そ

れ
を
一
月
に
白
犬
の
肝
や
血
に
混
ぜ
て
、
法
薬
を
作
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

胡
豆
は
陳
蔵
器
の
『
本
草
拾
遺
』
に
初
め
て
取
り
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

傍
線
を
引
い
た
部
文
は
別
録
文
、
残
り
は
本
経
文
で
あ
る
。

『
斉
民
要
術
』
巻
三
の
、
寶
思
鋸
の
「
生
薑
謂
之
庇
薑
」
と
い
う
注
に
従
っ
て
、
生
薑
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
庇
薑
は
司
馬
相
如
の
『
上
林

賦
」
な
ど
に
も
見
え
、
薑
の
子
で
あ
る
と
か
、
紫
色
の
薑
で
あ
る
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
に
解
さ
れ
て
い
る
。

と
改
め
た
。

『
斉
民
要
術
』
巻
三
の
、
實
［

賦
』
な
ど
に
も
見
え
、
薑
ｇ

『
漢
書
』
巻
三
○
、
芸
文
志
。

白
川
静
『
甲
骨
文
の
世
界
』
、
平
凡
社
、
東
洋
文
庫
二
○
四
（
一
九
七
二
）
。

天
野
元
之
助
「
後
漢
の
崔
宴
『
四
民
月
令
』
に
つ
い
て
」
、
『
経
済
論
集
（
関
西
大
学
）
』
ニ
ハ
巻
、
四
・
五
号
（
一
九
六
六
）
。

島
邦
男
『
五
行
思
想
と
礼
記
月
令
の
研
究
』
、
汲
古
書
院
（
一
九
七
一
）
。
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（
認
）

（
犯
）

（
鉦
）

（
鈍
）

へへへへ

29282726
レーゼン

（
記
）

（
鯉
）

「
貝
リ
ン

〆
の
色
』

赤
堀
昭
「
神
農
本
草
経
に
記
載
さ
れ
た
薬
効
」
、
『
日
本
医
史
学
雑
誌
』
、
一
西
巻
一
号
（
一
九
七
八
）
。

赤
堀
昭
「
新
出
土
資
料
に
よ
る
中
国
医
薬
古
典
の
見
直
し
」
、
『
漢
方
の
臨
躰
』
、
一
孟
巻
二
・
一
二
合
併
号
（
一
九
七
八
）
。

た
と
え
ば
石
原
明
『
漢
方
』
、
中
公
新
書
二
六
（
一
九
六
三
）
な
ど
。

「
夫
熊
経
烏
伸
。
雛
延
歴
之
術
。
非
傷
寒
之
理
。
呼
吸
吐
納
。
雌
度
紀
之
道
。
非
続
骨
之
膏
」
、
「
理
世
不
得
真
賢
。
猶
治
病
無
真
薬
。
当
用
人
参
。

反
得
蘆
箙
根
」
な
ど
。
傷
寒
に
つ
い
て
は
「
四
民
月
令
』
の
五
月
の
条
の
注
で
も
「
夏
月
飲
水
時
。
此
二
餅
得
水
。
即
強
堅
難
消
。
不
幸
便
為
宿

食
。
作
傷
寒
美
」
と
い
っ
て
い
る
。

蛎
畭
に
つ
い
て
は
『
爾
雅
』
釈
魚
、
「
竈
蝿
。
蛎
諸
」
、
『
准
南
子
』
精
神
訓
、
「
日
中
有
峻
烏
。
而
月
中
有
蛎
蛛
」
な
ど
、
蝦
蟆
に
つ
い
て
も

『
漢
書
』
巻
二
七
中
之
下
、
五
行
志
「
武
帝
元
鼎
五
年
秋
。
蛙
与
蝦
蟆
篁
闘
」
、
『
唯
南
子
』
主
術
訓
、
「
蝦
蟇
鳴
燕
降
。
而
達
路
除
道
」
な
ど
の

用
例
か
あ
る
．
た
だ
し
、
『
准
南
子
』
で
蟷
畭
と
蝦
蟇
の
両
方
が
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
両
者
が
同
じ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で

あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
石
氏
も
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

『
戦
国
策
』
巻
二
九
、
「
人
之
飢
所
以
不
食
烏
塚
者
。
以
為
雄
愉
充
腹
川
与
死
同
患
也
」
、
『
准
南
子
』
樛
称
訓
「
物
莫
無
所
不
用
。
天
雄
烏
隊
薬

之
凶
毒
也
。
良
医
以
活
人
」
。
こ
れ
ら
の
吾
に
は
烏
頭
の
名
は
見
え
な
い
。

馬
王
堆
三
号
墓
、
玉
門
関
、
武
威
出
土
の
処
方
で
も
す
べ
て
亭
磨
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
古
文
で
は
歴
の
字
は
多
く
は
暦
と
さ
れ
、
伝
写
の
間

に
磨
と
さ
れ
た
と
い
う
（
羅
振
玉
、
王
国
維
『
流
沙
墜
簡
』
）
。

渡
辺
幸
三
「
陶
弘
景
の
本
草
に
対
す
る
文
献
学
的
考
察
」
、
『
東
方
学
報
』
（
京
都
）
第
二
十
冊
（
一
九
五
一
）
。

（
塩
野
義
製
薬
研
究
所
）

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
科
学
史
研
究
室
の
研
究
会
で
の
発
言
。

守
屋
美
都
雄
『
中
国
古
歳
時
記
の
研
究
』
、
帝
国
書
院
（
一
九
六
三
）
。

武
威
の
医
簡
中
に
出
て
来
る
薬
品
は
九
十
種
で
、
そ
の
う
ち
二
者
、
欺
束
、
小
椒
、
河
鼓
の
四
種
は
不
明
で
あ
る
。
別
録
品
は
鼓
、
蚕
糞
、
猪
肪
、

麹
、
玄
石
、
葵
米
、
酢
の
七
種
で
、
残
り
は
本
経
品
で
あ
る
。
た
だ
し
『
神
農
本
草
経
』
に
は
「
磁
石
：
…
・
一
名
玄
石
」
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
処
方
集
で
の
薬
名
の
使
い
か
た
か
ら
承
る
と
、
こ
の
玄
石
が
、
の
ち
の
磁
石
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
な
る
と
妓
石
と
あ
る
も
の
が
不
明

に
な
る
。
ま
た
桂
は
別
録
品
で
あ
る
が
、
『
本
経
』
に
も
牡
桂
、
菌
桂
が
あ
り
、
こ
の
医
簡
で
の
桂
は
特
に
厳
密
な
区
別
は
し
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
と
考
え
本
経
品
と
し
て
お
い
た
。
な
お
『
四
民
月
令
』
に
出
る
薬
品
で
武
威
の
医
簡
と
共
通
す
る
薬
品
は
少
な
く
、
烏
頭
、
薑
、
堅
麦
、
括

櫻
、
苧
歴
、
天
雄
、
柏
実
の
七
種
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
武
威
の
医
簡
に
は
門
冬
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
が
天
門
冬
で
あ
る
可
能
性
も

あ
る
。
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三
英
の
著
書
の
う
ち
刊
行
さ
れ
て
現
存
す
る
の
は
、
西
医
原
病
略
（
天
保
三
年
）
、
泰
西
内
科
集
成
（
天
保
・
嘉
永
年
間
）
、
那
波
列
翁
伝
（
安
政

四
年
）
、
厚
生
新
編
（
昭
和
一
二
年
）
の
四
種
に
過
ぎ
な
い
。

し
か
る
に
、
三
英
の
内
科
学
に
関
す
る
著
書
と
し
て
は
、
西
洋
内
科
大
成
、
西
洋
内
科
集
成
、
西
説
内
科
集
成
、
泰
西
内
科
集
成
、
泰
西
医

範
、
牛
痘
種
法
が
写
本
と
し
て
伝
え
ら
れ
、
こ
の
う
ち
泰
西
内
科
集
成
は
三
英
の
死
後
に
米
沢
の
古
松
庵
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。

私
は
、
こ
れ
ら
の
諸
書
を
比
較
検
討
し
て
、
内
科
学
者
と
し
て
の
三
英
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
と
思
う
。

火
で
大
半
は
焼
失
し
た
。

（
２
）

小
関
重
孝
（
二
一
英
の
甥
民
之
輔
の
三
男
）
に
よ
れ
ば
、
小
関
家
に
稿
本
ま
た
は
写
本
と
し
て
伝
わ
っ
た
も
の
は
、
格
私
貌
略
屈
、
泰
西
瘍
科
精

選
、
和
蘭
製
薬
通
論
、
斯
墨
児
利
産
科
集
成
、
和
蘭
産
科
捷
径
竝
図
な
ど
二
百
余
冊
に
達
し
た
が
、
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
○
）
三
月
の
大

ま

天
保
十
年
（

’
一
八
三
九
）
」

り
多
く
な
い
。

小
関
三
英
と
内
科
学

言
え
が
き

（
寸
Ｌ
Ｃ
ｎ
＆
）

（
一
八
二
一
九
）
五
月
に
起
っ
た
蛮
社
遭
厄
の
際
に
盟
友
渡
辺
華
山
と
高
野
長
英
の
召
喚
を
知
っ
て
自
殺
し
た
小
関
三
英
（
一
七
八
七

に
つ
い
て
は
、
岸
和
田
藩
医
員
兼
幕
府
天
文
方
訳
員
と
し
て
多
く
の
著
書
が
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
今
日
に
伝
わ
る
も
の
は
余

繩
確
率
樫
毒
罐
嘩
走
計
括
錯
窪
需
昭
和
五
十
五
年
一
月
三
十
日
受
付

山
形
敞
一
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西
洋
内
科
大
成

（
３
）

富
士
川
勝
の
江
戸
時
代
医
書
目
録
に
よ
れ
ば
、
「
西
洋
内
科
集
成
三
巻
文
政
七
年
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
東
北
大
学
医
学
図
書
館
に
は

幡
秀
安
蔵
書
の
西
洋
内
科
大
成
四
巻
（
図
１
）
が
寄
贈
さ
れ
て
い
る
。
後
者
の
巻
之
一
は
病
気
の
区
別
、
巻
之
二
と
巻
之
三
は
治
療
総
括
、
巻

之
四
は
薬
剤
論
で
あ
る
か
ら
、
本
書
の
巻
之
一
か
ら
巻
之
三
ま
で
が
西
洋
内
科
集
成
と
し
て
流
布
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

私
の
所
蔵
す
る
昆
斯
内
科
集
成
巻
之
一
は
西
洋
内
科
大
成
五
巻
に
分
れ
、
巻
之
一
は
原
生
、
巻
之
二
は
原
因
、
巻
之
三
と
巻
之
四
は
治
療
総

括
、
巻
之
五
は
薬
剤
論
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
幡
蔵
書
本
と
ほ
と
ん
ど
同
一
内
容
で
あ
る
。
こ
と
に
巻
之
四
の
最
後
に
「
西
洋
内
科
集
成
凡

例
巻
之
四
終
」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
西
洋
内
科
大
成
と
西
洋
内
科
集
成
が
混
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
１
．
４
．
５
）

小
関
三
英
は
文
化
年
間
江
戸
に
遊
学
し
、
古
田
長
淑

鐸
汗
埒
謡
皐
武
春
亀
一
（
一
七
七
九
’
一
八
一
西
）
よ
り
關
方
内
科
、
馬
場
佐
十
郎

小
鋤
蝶
蕊
髻
《
蕊
茨
唾
Ｊ

○
た
右
爆
些
や
プ
錐
淡
ｘ
↑
》
｜
司
一
フ
ノ
警
予
ア
ャ
皇
ソ
ム
ッ
ク
聿
再
（
一
七
八
七
’
一
八
一
三
）
よ
り
蘭
学
を
学
ん
で
鶴
岡
に
帰

》
７
単
治
海
蕊
獅
嘩
溌
榊
粋
舞
鐸
卜
爽
”
タ
パ
篭
ノ
鷲
し
童
錨
祇
鋤
賑
っ
て
開
業
し
て
い
た
が
、
馬
場
塾
の
同
僚
で
仙
台
藩
医
学

↑
《
｜
》
》
プ
黙
匙
心
へ
殉
予
荒
金
濡
〉
へ
〃
う
ザ
ル
通
必
す
，
蕊
ゾ
安

諦
鍛
鋤
ゞ
季
唾
噛
粋
華
準
ｗ
一
識
輌
穂
銅
蕊
挙
建
確
唾
需
》
抵
錨
櫻
嶬
校
外
科
教
授
と
し
て
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
三
月
仙
台

総
ブ
茨
，
皇
丸
堆
蜘
蕩
＃
雷
亀
蕊
ノ
擬
離
蕊
↓
句
↑
え
海
鋳
《
↑
鍵
へ
入
成
↓
に
着
任
し
て
い
た
佐
々
木
中
沢
（
一
七
九
○
’
一
八
四
六
）

識
一
汗
等
や
、
諦
挿
窪
一
》
》
ゞ
志
州
］
魂
ゞ
睡
誕
搾
峠
識
紳
蛎
嚥
罐
や
痔
べ
》
峠
か
ら
交
渉
を
受
け
、
医
学
校
内
科
教
授
と
し
て
仙
台
に
着

洋
任
し
た
の
は
文
政
六
年
十
月
一
で
あ
っ
た
。

謡
筆
鐸
鋤
凝
匂
鐸
浄
惣
恥
鯉
鋤
い
識
耀
蔚
湾
鐸
籍
錘
録
簿
慾
港
針
西

三
英
は
仙
台
藩
医
学
校
に
着
任
直
後
よ
り
蘭
書
の
祇
訳

部
韓
奄
畷
雫
域
》
鐸
罰
や
叶
稚
刷
捗
》
津
や
唖
錨
李
評
窪
迦
識
癖
釦
即
に
従
事
し
た
が
、
文
政
七
年
二
月
二
十
三
日
付
書
翰
で
、

（
４
）

診
灘
鶏
湾
簿
雄
識
蕊
逸
し
”
鎌
ナ
叡
薙
ノ
狼
掌
愚
夕
狐
鋳
ノ
君
・

匙
塁
凝
湾
ゞ
シ
小
磯
愈
寵
群
撫
津
や
砿
鍵
承
溌
奉
感
塞
諒
唾
蝿
罐
…
ｉ
洲
「
此
節
統
訳
に
取
か
か
り
居
候
物
有
之
、
是
は
当
年
中
出
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も
っ
と
も
、
文
政
七
年
三
月
十
三
日
付
中
沢
宛
大
槻
玄
沢
聿
自
翰
の
な
か
に
、
「
小
関
君
へ
頼
候
フ
ル
ー
ド
コ
ン
ス
ト
被
訳
候
由
、
一
冊
見
度

キ
事
に
て
御
座
候
」
と
記
し
て
い
る
の
は
、
静
嘉
堂
文
庫
（
大
槻
文
庫
旧
蔵
）
の
泰
西
産
科
捷
径
の
よ
う
で
あ
る
。

（
７
）

養
賢
堂
蔵
書
で
あ
る
の
・
葛
．
○
・
○
○
易
胃
匡
ｏ
彦
（
一
七
六
四
’
一
八
三
七
）
の
ｏ
ｇ
の
①
“
官
固
Ｓ
ｍ
餌
目
号
。
鳥
く
。
。
同
国
煙
言
い
。
胃
曾
冒
ｇ
は

ｚ
・
○
・
旨
①
弓
ｇ
が
蘭
訳
し
た
も
の
で
、
第
一
巻
は
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
刊
の
館
二
版
、
第
二
巻
は
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
刊
の
第
二
版

で
あ
る
か
ら
、
三
英
の
脈
訳
し
よ
う
と
し
た
○
○
国
号
昌
ｇ
は
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
刊
の
第
一
版
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

後
述
す
る
よ
う
に
、
泰
西
内
科
集
成
巻
之
一
に
は
、
泰
西
紀
一
聖
千
八
百
二
十
四
年
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
三
英
は
第
二
版
を
用
い
て
泰
西

内
科
集
成
を
訳
述
し
た
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
考
証
が
必
要
に
な
る
。

幡
蔵
書
の
西
洋
内
科
大
成
で
は
、
初
め
原
生
と
題
す
る
緒
言
が
あ
り
、
「
夫
医
ノ
職
ダ
ル
其
人
身
二
於
ル
必
ス
其
常
ヲ
保
全
ス
ル
ト
其
変
ヲ

修
復
ス
ル
ト
ニ
在
り
（
後
略
）
」
と
述
べ
、
巻
之
一
で
は
、
「
凡
活
体
生
命
ヲ
保
続
ス
ル
｜
ニ
ッ
ノ
主
宰
ア
リ
之
ヲ
名
ツ
ケ
テ
生
活
力
原
名
利
賢

レ
イ
ヘ
ソ

ス
カ
ラ
ク
ト

イ
ソ
シ
タ
ヒ
リ
タ
ス

オ
ッ
プ
ウ
ヰ
ッ
キ
ベ
ー
ル
ヘ
ー
ト
ヒ
ス
フ
ラ
ス
チ
力

私
加
刺
屈
多
ト
云
う
」
と
述
べ
た
の
ち
、
興
奮
機
羅
甸
応
失
鞭
毘
里
答
斯
蘭
語
屋
布
物
幾
羅
児
託
多
、
再
生
機
羅
甸
腸
斯
布
刺
私
扶
加

ウ
エ
ー
テ
ル
ホ
ル
ト
ブ
レ
ン
キ
ソ
ク

ス
チ
シ
ユ
リ
ユ
ス

フ
リ
ッ
ケ
ル

レ
ア
ク
チ
ヲ

蘭
語
物
姪
児
福
児
多
蒲
廉
幾
尹
掘
、
刺
衝
物
羅
甸
私
扶
謬
律
斯
閑
語
布
栗
詰
児
、
抗
拒
羅
甸
列
亜
屈
扶
鵲
蘭
語
的
律
堀
物
児
京
堀

テ
リ
ー
ク
ウ
ユ
ル
キ
ン
グ

な
ど
の
術
語
に
つ
い
て
解
説
し
、
「
自
然
ノ
カ
ヲ
以
テ
疾
病
ヲ
治
ス
ル
ノ
次
序
ヲ
左
二
列
挙
ス
」
と
し
て
治
療
機
序
を
列
記
し
た
の
ち
、
病
気
の

区
別
に
つ
い
て
は
、
稽
留
の
長
短
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
は
急
過
病
、
遷
延
病
、
急
性
病
、
慢
性
病
、
病
気
の
起
原
に
関
係
す
る
も
の
と
し

て
は
遺
伝
病
、
先
天
病
、
伝
染
病
、
病
毒
の
差
別
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
は
胃
腸
病
、
粘
液
病
、
蛆
虫
病
、
病
勢
の
差
別
に
関
係
す
る
も
の

れ
た
か
、
筆
写
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

が
あ
る
。

（
３
）

版
の
積
に
御
座
候
間
、
来
月
，
中
に
漸
く
草
稿
出
来
上
り
候
事
に
御
座
候
」
と
記
し
て
い
る
の
が
、
富
士
川
渉
の
西
洋
内
科
集
成
三
巻
の
可
能
性

幡
蔵
書
の
西
洋
内
科
大
成
四
巻
は
昆
斯
浦
律
掘
内
科
大
成
（
昆
斯
内
科
と
略
記
）
と
も
記
さ
れ
て
、
い
る
が
、
旧
蔵
者
の
幡
秀
安
は
佐
々
木
中
沢

（
一
七
九
○
’
一
八
四
六
）
の
実
弟
で
一
関
で
開
業
し
て
い
た
か
ら
、
仙
台
藩
医
学
校
退
職
後
三
年
間
一
関
に
屏
居
し
た
佐
々
木
中
沢
か
ら
讓
ら

、
〃

（
Ｒ
ｕ
）
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と
し
て
は
稽
留
病
、
往
来
病
、
間
歌
病
、
倣
衝
病
、
腐
敗
病
、
神
経
病
、
病
毒
の
所
在
及
び
患
部
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
は
元
源
病
、
波
及

病
、
各
処
病
、
全
身
病
、
病
気
の
始
終
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
は
本
病
、
継
発
病
、
転
移
病
、
患
者
の
年
齢
、
人
品
に
関
係
す
る
も
の
と
し

て
は
小
児
諸
病
、
男
女
諸
病
、
貴
賎
病
、
産
業
病
、
病
気
の
単
複
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
は
単
病
、
合
病
、
併
病
、
治
療
家
に
必
要
な
病
気

の
分
類
と
し
て
は
一
般
流
行
病
、
狭
雑
病
と
に
分
け
、
病
気
の
原
因
を
遠
因
と
近
因
に
別
ち
、
遠
因
を
誘
因
と
素
癖
に
分
け
て
い
る
。
次
い
で

巻
之
二
と
巻
之
三
で
は
治
療
総
括
に
つ
い
て
述
べ
、
第
一
は
無
形
に
係
る
も
の
で
、
衝
動
療
法
、
鎮
止
療
法
、
強
壮
療
法
、
減
扶
療
法
、
身
体

運
営
を
自
ら
変
化
し
或
は
是
を
斡
旋
す
る
療
法
、
病
毒
の
所
在
を
移
さ
せ
る
療
法
を
分
け
て
い
る
が
、
第
二
は
有
形
に
係
る
も
の
で
、
物
質
増

益
療
法
、
物
質
減
損
療
法
、
身
体
物
質
の
調
和
を
理
る
療
法
を
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
薬
剤
の
適
応
症
と
禁
忌
症
を
述
べ
て
い
る
。
さ
ら

に
巻
之
四
は
薬
剤
論
で
、
薬
剤
と
食
物
を
区
別
し
、
さ
ら
に
薬
剤
の
効
能
と
分
量
を
述
べ
て
い
る
。

私
の
所
蔵
す
る
昆
斯
内
科
集
成
巻
之
一
は
西
洋
内
科
大
成
の
巻
之
一
か
ら
巻
之
五
ま
で
を
包
含
し
て
お
り
、
独
乙
部
蘭
士
昆
斯
貌
爾
肌
著

述
、
和
蘭
減
辺
飛
訳
井
補
註
、
日
本
小
関
好
義
三
栄
訳
述
と
記
さ
れ
、
巻
之
一
で
は
原
生
、
巻
之
二
で
は
原
因
、
巻
之
三
で
は
治
療
総
括
で
、

第
一
衝
動
療
法
、
第
二
鎮
止
療
法
、
第
三
強
壮
療
法
、
第
四
減
怯
療
法
、
第
五
身
体
運
営
ヲ
シ
テ
自
ラ
変
化
シ
或
〈
之
ヲ
斡
旋
ス
ル
療
法
、
第

六
病
毒
ノ
処
在
ヲ
移
サ
シ
ム
ル
療
法
、
巻
之
四
で
は
第
七
物
質
増
益
療
法
、
第
八
物
質
減
損
療
法
、
第
九
身
体
物
質
ノ
調
和
ヲ
理
ル
療
法
、
巻

之
五
で
は
薬
剤
論
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
の
内
容
は
幡
蔵
書
の
西
洋
内
科
大
成
と
殆
ん
ど
同
一
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
後
年
昆
斯
内
科
集
成
と
し
て
増
訳
さ
れ
た
と
き
文
政
七
年
に
訳
述
さ
れ
た
西
洋
内
科
大
成
は
そ
の
一
部
に
組
桑
込
ま
れ
て
い

こ
の
こ
と
は
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
刊
の
西
医
原
病
略
の
題
言
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
余
嘗
テ
西
哲
工
私
蒲
略
堀
氏
著

ハ
ス
処
ノ
内
科
書
ヲ
翻
訳
シ
題
シ
テ
西
洋
内
科
大
成
ト
云
う
（
中
略
）
余
因
テ
原
病
ノ
略
説
ヲ
作
テ
之
力
附
録
ト
ナ
シ
将
二
併
セ
テ
家
塾
一
一
刻

セ
ン
ト
ス
本
編
巻
峡
浩
湖
ナ
ル
ヲ
以
テ
剖
厭
未
タ
功
ヲ
竣
ヘ
ス
近
比
及
門
ノ
徒
往
々
原
病
ノ
学
ヲ
問
う
者
ア
リ
乃
チ
右
ノ
附
録
ヲ
出
シ

之
二
酬
ス
」
と
記
し
、
そ
の
解
説
は
幡
蔵
書
並
に
著
者
蔵
の
西
洋
内
科
大
成
の
内
容
と
よ
く
照
応
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
後
年
昆
軒

た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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泰
西
内
科
集
成

穂
亭
主
人
が
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
十
二
月
に
蒐
輯
し
、
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
桐
園
先
生
の
序
文
を
得
て
出
版
さ
れ
た
西
洋
学
家
訳
述

目
録
に
は
「
小
関
篤
斉
西
医
原
病
略
一
西
洋
内
科
集
成
活
版
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
出
版
さ
れ
た
と
い
う
西
洋
内
科
集
成
は
私
の
所
蔵
す

る
昆
斯
内
科
集
成
巻
之
四
だ
け
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
米
沢
古
松
庵
活
板
の
泰
西
内
科
集
成
に
相
当
す
る
と
す
れ
ば
、
三
英
の
自
殺
し
た
天
保

十
年
（
一
八
三
九
）
か
ら
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
の
間
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
篤
斉
小
関
三
英
訳
内
科
集
成
（
図
２
）
と
題
さ

淑
に
な
ら
っ
て
泰
西
内
科
集
成
と
改
称
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ーー

｡

鬮
葵
鐸
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一
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図2泰西内科集成（1）

（
８
）

し
か
る
に
、
関
場
不
二
彦
蔵
書
の
西
洋
内
科
大
成
下
篇

二
冊
は
後
述
の
泰
西
内
科
集
成
外
篇
巻
之
十
八
’
二
十
一

に
該
当
し
、
ま
た
大
滝
紀
雄
博
士
蔵
書
の
内
科
集
成
九

冊
は
、
西
説
内
科
集
成
上
編
、
下
編
、
泰
西
内
科
集
成
内

編
、
外
編
、
薬
剤
篇
に
分
れ
、
前
者
は
西
洋
内
科
大
成
と

同
一
内
容
で
あ
る
。
私
の
所
蔵
す
る
昆
斯
内
科
集
成
十
五

冊
も
巻
之
一
が
西
洋
内
科
大
成
五
巻
に
分
れ
、
巻
之
四
だ

け
に
西
洋
内
科
集
成
凡
例
巻
之
四
終
と
記
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
三
英
が
訳
述
し
た
と
き
は
西
洋
内
科
大

成
と
名
付
け
て
い
た
が
、
補
訳
し
て
内
容
が
充
実
さ
れ
る

過
程
で
、
西
洋
内
科
集
成
ま
た
は
宇
田
川
玄
随
に
な
ら
っ

て
西
説
内
科
集
成
、
さ
ら
に
昆
斯
内
科
集
成
か
ら
吉
田
長
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乙
都
蘭
土
昆
私
貌
爾
肌
著
述
、
・
和
蘭
滅
辺
統
訳
補
註
、
日
本
小
関
好
義
三
栄
訳
述
と
記
さ
れ
、
私
の
所
蔵
す
る
昆
斯
内
科
集
成
巻
之
一
の

西
洋
内
科
大
成
凡
例
巻
之
一
に
も
同
様
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
本
書
巻
之
三
に
は
泰
西
内
科
集
成
巻
之
三
、
泰
西
紀
元
一

千
八
百
二
十
四
年
独
乙
都
昆
斯
貌
爾
狐
著
述
、
和
蘭
訳
述
丼
補
註
（
図
３
参
照
）
と
記
さ
れ
、
内
容
は
米
沢
古
松
庵
活
板
と
全
く
同
一
で

あ
る
。
な
お
、
富
士
川
文
庫
本
の
泰
西
医
範
上
篇
巻
上
の
熱
病
総
論
も
本
書
の
巻
之
一
と
ほ
ぼ
同
一
内
容
で
、
「
凡
篇
中
墨
本
氏
ノ
附
説
一
一
係

ル
者
書
法
一
宇
ヲ
下
ゲ
○
ヲ
記
シ
テ
以
テ
本
文
一
一
別
シ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
庁
Ｉ
）

し
た
が
っ
て
、
小
関
三
英
が
泰
西
内
科
集
成
の
原
書
と
し
て
用
い
た
も
の
は
ｏ
８
侭
乏
唇
の
冒
○
胃
冨
（
）
ｇ
ｏ
ｏ
邑
号
日
呂
（
一
七
六
四
く
一

八
三
七
）
の
シ
侭
⑦
日
。
旨
の
團
昌
匡
○
忌
昌
①
宮
尾
冒
農
房
８
２
少
の
周
園
尉
巨
且
葛
属
目
腎
昌
①
（
一
八
○
二
）
を
ｚ
ｂ
・
旨
①
喝
ｇ
が
蘭
訳
し
た

ｇ
唇
①
①
唖
冒
且
侭
国
営
§
ｏ
砕
く
○
○
尾
厚
四
宮
唾
。
胃
臂
冒
①
目
で
、
第
一
版
は
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
、
第
一
巻
第
二
版
は
文
政
七
年
（
一
八
二

図3泰西内科集成（2）

れ
て
い
る
が
、
序
文
も
凡
例
も
印
刷
さ
れ
ず
、
巻
之
一
の
巻

頭
だ
け
に
工
私
貌
爾
肌
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
（
図
３
）
。

し
か
し
、
巻
之
二
十
六
の
巻
頭
だ
け
に
削
除
し
忘
れ
た
よ

（
１
Ｌ
●
４
鍋
）

う
に
小
関
三
栄
訳
行
と
印
刷
さ
れ
て
い
る
（
図
４
）
。
三
栄

が
三
英
と
改
称
し
た
の
は
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
四
月

幕
府
天
文
方
訳
員
に
任
命
さ
れ
て
厚
生
新
編
の
訳
出
に
従

事
す
る
こ
と
に
な
っ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
訳
述
は

天
保
六
年
以
前
の
こ
と
で
あ
り
、
出
版
は
蛮
社
遭
厄
か
ら

余
り
時
を
へ
だ
て
て
い
な
い
時
点
で
は
な
か
っ
た
ろ
う

か
。

大
滝
博
士
蔵
書
の
西
説
内
科
集
成
巻
之
一
凡
例
に
、
独
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（
９
）

大
槻
如
電
の
新
撰
洋
学
年
表
に
は
、
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
三
月
小
関
三
英
が
泰
西
内
科
集
成
十
六
巻
（
凡
例
、
薬
剤
篇
、
内
篇
外
篇
）
を

訳
述
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
大
槻
家
蔵
本
は
神
崎
屋
源
蔵
（
名
は
周
、
通
称
は
周
蔵
ま
た
源
蔵
、
浴
蘭
堂
と
号
す
。
奥
州
水
沢
出
身
の
薬
種
商
、

三
英
と
高
野
長
英
の
後
援
者
）
の
自
写
本
で
、
「
此
書
ャ
平
躰
ヨ
リ
説
テ
疾
病
ヲ
生
ズ
ル
所
以
ト
薬
剤
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
等
ヲ
載
詳
ニ
ス
故
一
一
桜

板
二
鏡
ム
」
と
い
う
自
紋
が
あ
り
、
如
電
は
末
尾
に
、
「
本
書
は
刊
行
を
果
さ
ず
、
後
に
至
り
て
木
活
字
を
以
て
板
行
す
」
と
記
し
て
い
る
の

は
米
沢
古
松
庵
活
板
の
泰
西
内
科
集
成
の
こ
と
か
と
思
う
。
な
お
、
大
滝
博
士
所
蔵
の
泰
西
工
私
貌
爾
肌
の
薬
剤
論
に
は
神
崎
屋
周
蔵
周
筆
記

と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
大
槻
家
蔵
本
の
写
本
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

四
）
、
第
二
巻
第
二
版

述
し
た
も
の
で
あ
る
。
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版
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図4泰西内科集成（3）

仙
台
藩
学
養
賢
堂
蔵
書
の
な
か
に
、
Ｑ
２
の
①
切
冒
且
揖

国
四
目
Ｑ
す
○
鼻
ぐ
○
日
も
国
富
岳
ｏ
彦
①
シ
罵
黒
の
自
己
Ｏ
９
Ｑ
ン
三
・

○
○
口
号
昌
○
ず
ロ
四
目
底
２
国
○
○
ｍ
ｇ
匡
言
ｇ
Ｑ
Ｏ
２
ｚ
、
○
．

冨
の
弓
ｇ
の
第
一
巻
第
二
増
訂
版
（
一
八
二
四
）
と
第
二

巻
第
二
版
（
一
八
二
七
）
が
あ
り
、
第
二
巻
の
巻
末
に
、

①
》
く
．
○
○
国
号
昌
呂
冒
〕
・
０
．
国
す
①
冒
巨
巴
閂
）
シ
億
⑦
日
⑦
⑦
目
の

国
昌
ｏ
く
ｇ
ｏ
己
の
Ｑ
肘
．
弓
乏
開
旦
①
ロ
①
巴
．
侭
屋
己
閑
毎
阻
弓
囚
門
彦
①
口
‐

（
７
）

ず
目
呂
と
記
さ
れ
て
い
る
。
①
８
侭
乏
営
の
冒
○
ご
胃
Ｏ
ｇ

ｏ
ｏ
昌
号
昌
呂
は
一
七
六
四
年
ド
イ
ツ
国
乏
２
冒
巴
目
の

国
９
３
己
に
生
れ
、
一
七
八
七
年
国
昌
の
大
学
を
卒
業

後
国
の
号
ａ
に
開
業
し
、
の
ち
国
①
庁
諦
匡
に
移
り
、
一

（48） 160



､

前
者
は
内
篇
十
七
巻
の
う
ち
巻
十
四
は
欠
本
で
、
巻
十
三
か
ら
巻
十
七
ま
で
手
写
本
、
ま
た
外
篇
二
十
三
巻
の
う
ち
巻
十
八
、
十
九
、
二
十

四
’
二
十
九
以
外
は
手
写
本
、
薬
剤
篇
二
巻
は
木
活
字
本
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
内
篇
十
七
巻
全
部
、
外
篇
二
十
三
巻
の
う
ち
巻
十
八

’
二
十
九
、
薬
剤
篇
二
巻
が
木
活
字
本
で
あ
る
が
、
外
篇
の
う
ち
巻
三
十
’
四
十
が
欠
本
で
あ
る
。

本
書
の
目
録
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
巻
之
一
は
熱
病
総
括
、
熱
病
品
種
、
巻
之
二
は
単
熱
之
部
全
身
抗
拒
症
第
一
種
刺
衝
熱
、

玄
庵
旧
蔵
書
）
と
が
あ
る
。

（
ｍ
）

高
良
斉
の
西
医
新
書
の
題
言
に
、
「
此
害
は
千
八
百
二
十
四
年
（
我
文
政
甲
申
七
年
）
和
蘭
ゲ
ー
ウ
ェ
・
コ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
氏
著
は
す
所
な
り

（
中
略
）
。
予
崎
港
に
遊
び
、
西
医
シ
ー
ポ
ル
ト
先
生
に
従
学
す
る
こ
と
絃
に
五
年
な
り
。
丙
戌
の
歳
、
蘭
舶
此
書
を
齋
ら
し
来
る
。
先
生
之
を

予
に
授
け
て
曰
く
、
吾
医
法
潭
て
此
書
中
に
在
り
。
汝
謹
で
之
を
読
め
と
。
予
受
て
之
を
読
拳
、
先
生
に
就
て
疑
を
質
し
、
年
所
に
し
て
訳
述

の
業
を
卒
へ
た
り
（
中
略
）
。
今
之
を
帳
中
に
秘
せ
ず
、
梓
に
上
せ
西
洋
医
術
の
一
変
し
て
不
易
の
法
と
為
る
こ
と
を
同
好
の
士
に
告
ぐ
」
と
記

し
、
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
訳
述
を
終
へ
た
が
、
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
。
高
良
斉
の
著
訳
書
三
○
余
種
の
う
ち
出
版
さ
れ
た
の
は
藺
法
内
用

薬
能
識
、
医
薬
誤
用
論
、
駆
梅
要
方
だ
け
で
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
出
版
の
駆
梅
要
方
が
同
十
二
年
発
売
禁
止
に
な
っ
た
こ
と
が
西
医
新

書
の
出
版
を
妨
げ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

西
医
新
書
は
内
篇
二
三
巻
、
外
篇
二
○
巻
、
計
四
三
巻
で
、
神
崎
屋
源
蔵
自
写
本
の
泰
西
内
科
集
成
の
凡
例
、
薬
剤
篇
、
内
篇
、
・
外
篇
、
計

り
は
る
か
に
膨
大
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
シ
ー
ボ
ル
ト
が
賞
讃
し
た
だ
け
あ
っ
て
、
本
書
は
小
関
三
英
、
高
良
斉
の
ほ
か
に
も
、
高
野
長

（
皿
）
（
ｍ
）

英
の
コ
ン
ス
ブ
リ
ン
グ
氏
内
科
書
一
四
冊
、
江
馬
藺
斉
・
青
地
林
宗
の
公
私
貌
爾
肌
内
科
書
一
八
冊
が
訳
述
さ
れ
て
い
る
が
、
三
英
の
泰
西
内

科
集
成
四
二
巻
は
良
斉
の
西
医
新
書
四
三
巻
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
る
。

米
沢
古
松
庵
活
板
の
泰
西
内
科
集
成
に
は
鶴
岡
市
郷
士
資
料
館
蔵
書
（
鮎
貝
村
回
春
堂
主
人
小
池
氏
旧
蔵
書
）
と
米
沢
市
近
知
義
氏
所
蔵
（
花
沢

蘭
訳
本
で
あ
る
。

八
三
七
年
同
地
で
残
し
た
。
本
書
は
彼
の
主
著
堕
］
鴨
目
印
旨
①
国
ロ
ミ
匡
○
忌
昌
の
富
【
．
宮
●
凹
冨
“
９
９
シ
の
§
の
目
且
ミ
ニ
旨
＆
尉
厨
（
一
八
○
二
）
の

ジ
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第
二
種
純
粋
峨
衝
熱
、
第
三
種
腐
敗
熱
、
巻
之
三
は
第
四
種
神
経
熱
、
巻
之
四
は
一
部
抗
拒
症
第
一
種
兼
鰍
衝
熱
、
巻
之
五
は
脳
倣
衝
、
脊
髄

倣
衝
、
咽
喉
鰍
衝
第
一
種
気
管
倣
衝
、
膜
様
咽
喉
燃
衝
、
第
二
種
咽
頭
鰍
衝
、
第
三
種
気
食
両
道
及
口
内
諸
部
峨
衝
、
巻
之
六
は
胸
鰍
衝
総

括
肺
倣
衝
、
脇
痛
、
内
伏
胸
倣
衝
、
隔
膜
倣
衝
、
腹
膜
網
膜
腸
間
膜
倣
衝
、
肝
臓
峨
衝
、
巻
之
七
は
脾
臓
倣
衝
、
胄
倣
衝
、
腸
倣
衝
、
腎
熾

衝
、
膀
胱
鰍
衝
、
子
宮
倣
衝
、
巻
之
八
は
第
二
種
分
泌
増
息
熱
、
（
甲
）
胆
液
道
井
二
第
一
道
症
総
括
、
瓦
私
多
利
熱
総
括
、
単
症
謄
液
熱
、

単
症
瓦
私
多
利
熱
、
巻
之
九
は
（
乙
）
粘
液
吉
利
児
分
泌
増
息
症
総
括
、
単
症
聖
京
掘
熱
、
粘
液
熱
、
虫
症
熱
、
（
丙
）
唾
吉
利
児
及
乳
吉
利

児
分
泌
増
進
症
総
括
、
乳
熱
総
括
、
流
祗
熱
、
乳
熱
、
巻
之
十
は
第
三
種
発
疹
熱
総
括
、
羅
斯
、
我
児
姪
児
羅
斯
、
巻
之
十
一
は
失
加
児
刺
険

疹
、
篝
麻
熱
、
ホ
ル
セ
シ
イ
ン
熱
、
ロ
ー
ト
ホ
ン
ク
、
麻
疹
、
粟
疹
、
巻
之
十
二
は
泡
腫
熱
、
斑
熱
、
天
然
痘
、
単
症
真
痘
、
類
痘
、
種
痘
、
巻

之
十
三
は
牛
痘
種
法
、
貯
牛
痘
毒
法
、
偽
牛
痘
、
巻
之
十
四
は
第
四
種
総
知
覚
増
進
熱
総
括
、
列
烏
麻
多
熱
、
痢
熱
、
複
熱
之
部
倣
衝
性
胆

液
及
瓦
私
多
利
熱
等
、
巻
之
十
五
は
複
熱
之
部
倣
衝
性
失
加
児
刺
倹
熱
、
鰍
衝
性
痘
瘡
等
、
巻
之
十
六
は
消
削
衰
耗
熱
、
産
後
熱
、
巻
之
十

七
は
間
歌
熱
、
巻
之
十
八
外
篇
は
神
経
病
総
論
、
総
覚
病
、
慢
性
傷
冷
毒
、
腰
痛
、
膀
痛
、
巻
之
十
九
外
篇
は
神
経
部
跨
痛
、
痛
風
、
変
形
痛

風
、
脚
痛
、
巻
之
二
十
外
篇
は
面
痛
、
頭
痛
、
胃
痛
、
巻
之
二
十
一
は
油
、
神
識
失
常
総
論
、
欝
憂
失
心
、
巻
之
二
十
二
は
健
忘
、
痙
掌
諸
病
、

艤
澗
、
心
悸
等
、
巻
之
二
十
三
は
排
、
卒
中
風
、
昏
睡
病
等
、
巻
之
二
十
四
は
恐
水
、
巻
之
二
十
五
は
依
ト
昆
姪
里
、
歌
以
私
的
里
、
巻
之
二

十
六
は
血
運
営
失
常
編
失
血
総
論
、
靱
血
、
喀
血
、
巻
之
二
十
七
は
吐
血
、
痔
疾
、
子
宮
失
血
総
論
、
月
水
過
度
、
悪
露
過
泄
等
、
巻
之
二

十
八
は
血
閉
総
論
、
月
経
不
通
及
閉
塞
、
悪
露
閉
塞
、
血
分
病
総
論
、
敗
血
病
、
萎
黄
病
等
、
巻
之
二
十
九
は
水
脈
病
篇
水
脈
諸
病
総
論
、

徽
、
睾
丸
腫
、
便
毒
、
包
茎
、
亀
頭
牽
箪
、
巻
之
三
十
は
水
脈
諸
病
総
論
、
岩
瘡
、
徽
瘡
潰
瘍
、
全
身
徽
毒
、
幾
里
児
病
、
巻
之
三
十
一
は
詰

厄
利
病
、
連
姪
般
屈
、
皮
膚
水
腫
、
恐
水
病
、
胸
水
、
子
宮
水
腫
、
卵
巣
水
腫
、
陰
蕊
水
腫
、
頭
水
、
外
部
頭
水
、
内
部
頭
水
、
脳
水
腫
、
脊

椎
水
腫
、
巻
之
三
十
二
は
粘
液
分
泌
諸
器
病
総
論
冒
寒
、
粘
液
痔
、
良
性
淋
、
白
帯
下
、
皮
病
総
論
湿
瘡
、
巻
之
三
十
三
は
天
泡
瘡
、
頭

瘡
、
亜
格
列
斯
、
打
烏
縛
児
謨
、
黙
児
幾
格
児
私
多
、
水
泡
疹
、
縮
髪
病
、
刺
設
属
黙
刺
都
、
歌
乙
度
、
屈
略
斯
答
泄
娠
必
及
諾
撒
、
胸
内
諸

器
失
常
総
論
心
臓
失
常
、
巻
之
三
十
四
は
喘
息
、
咳
嗽
、
消
化
栄
養
諸
器
病
総
論
咀
噛
諸
器
病
、
飲
食
翻
反
、
吐
涯
、
嚥
下
妨
碍
、
胃
之
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諸
患
、
悪
心
、
嘔
吐
、
下
痢
、
巻
之
三
十
五
は
餐
泄
諺
窪
乱
、
灰
白
利
、
大
便
閉
、
鼓
脹
、
姻
、
巻
之
三
十
六
は
嗣
痩
病
、
労
症
、
脊
労
や
消
削

病
、
小
児
消
削
病
、
粘
液
労
、
膿
労
総
論
粘
液
労
、
肺
労
、
巻
之
三
十
七
は
肝
労
、
脾
労
、
腎
労
、
子
宮
労
、
胆
液
病
総
論
黄
胆
、
胆
石
、

尿
道
病
総
論
小
便
閉
、
小
便
失
禁
、
尿
崩
、
結
石
、
陰
器
病
総
論
遺
精
、
陰
茎
勃
起
、
花
風
病
、
巻
之
三
十
八
は
小
児
養
育
総
論
初
生

保
護
、
初
生
死
状
、
窒
咳
肺
排
、
慢
脾
風
、
牙
肉
緊
急
、
眼
瞼
潰
瘍
、
鴦
口
瘡
、
吃
逆
嘔
吐
、
下
利
、
捕
搦
、
歯
牙
新
生
、
巻
之
三
十
九
は
内

部
鰍
衝
、
瘡
疹
、
百
日
咳
、
巻
之
四
十
は
急
救
法
総
論
察
死
法
、
察
生
法
、
卒
死
救
護
法
、
摩
擦
法
、
濡
巾
摩
擦
法
、
灰
慰
法
、
温
浴
法
、

温
布
篭
貼
法
、
刺
絡
法
、
用
気
嘘
入
口
内
法
、
煙
草
薫
腸
法
、
吐
法
、
膣
法
、
冷
水
灌
概
法
、
小
児
圧
死
、
墜
下
卒
死
、
縊
死
、
嚥
下
硬
喉
、

溺
死
、
凍
死
、
中
悪
、
雷
撃
、
中
毒
、
薬
剤
篇
巻
之
一
は
緩
和
剤
部
が
第
一
緩
和
煎
か
ら
第
十
一
和
毒
塗
擦
剤
、
鎮
静
剤
部
清
涼
剤
が
第
十
二

酸
乳
清
剤
か
ら
第
十
七
硝
石
情
涼
飲
、
鎮
静
剤
部
包
摂
剤
が
第
十
八
護
謨
乳
剤
か
ら
第
四
十
五
竜
脳
散
、
利
尿
剤
が
第
四
十
六
利
尿
飲
か
ら
第

七
十
依
藺
苔
煎
、
収
敷
剤
が
第
七
十
一
明
碧
乳
清
か
ら
第
七
十
八
収
歓
鉄
剤
、
強
心
剤
が
第
七
十
九
解
毒
飲
か
ら
第
八
十
六
神
経
軟
膏
、
薬
剤

篇
巻
之
二
は
第
一
没
薬
糖
か
ら
第
九
十
九
小
児
結
核
労
散
で
あ
る
。

私
の
所
蔵
す
る
昆
斯
内
科
集
成
の
巻
之
一
は
西
洋
内
科
大
成
巻
之
一
か
ら
巻
之
四
、
巻
之
二
は
泰
西
内
科
集
成
の
薬
剤
論
、
巻
之
三
は
泰
西

内
科
集
成
の
巻
之
一
’
三
、
巻
之
四
は
巻
之
四
’
七
、
巻
之
五
は
巻
之
七
’
九
、
巻
之
六
は
巻
之
十
一
’
十
三
、
巻
之
七
八
は
巻
之
十
四
’
十

七
、
巻
之
九
は
巻
之
十
八
’
十
九
、
巻
之
十
は
巻
之
二
十
’
二
十
四
、
巻
之
十
一
は
巻
之
二
十
五
’
二
十
七
、
巻
之
十
二
は
巻
之
二
十
七
’
三

十
、
巻
之
十
三
は
巻
之
三
十
一
’
三
十
二
、
巻
之
十
四
は
巻
之
三
十
二
’
三
十
五
、
巻
之
十
五
は
巻
之
三
十
六
’
四
十
と
ほ
ぼ
一
致
し
、
し
か

な
お
、
幡
蔵
書
の
昆
斯
蒲
律
侃
抜
華
（
東
北
大
医
学
図
書
館
蔵
）
に
は
昆
斯
メ
ッ
。
へ
ソ
巻
之
五
後
篇
と
別
記
さ
れ
、
目
次
の
月
水
不
通
か
ら
亀

頭
牽
鑿
ま
で
は
大
滝
博
士
所
蔵
の
西
説
内
科
集
成
下
編
巻
之
三
、
私
の
所
蔵
す
る
昆
斯
内
科
集
成
巻
之
十
二
、
泰
西
内
科
集
成
巻
之
二
十
八
Ｉ

十
、
巻
之
十
三
は
巻
之
三
十
一
’
三
Ｌ

も
後
者
の
方
が
精
細
と
な
っ
て
い
る
。

二
十
九
と
一
部
が
一
致
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
既
述
の
西
洋
内
科
大
成
か
ら
泰
西
内
科
集
成
と
改
称
す
る
迄
に
、
西
洋
内
科
集
成
、
西
説
内
科
集
成
、
昆
斯
内
科
集
成
な
ど
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と
仮
称
さ
れ
、
写
本
と
し
て
流
布
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

泰
西
内
科
集
成
の
特
徴
は
内
篇
十
七
巻
が
熾
衝
熱
を
含
む
す
べ
て
の
熱
病
に
つ
い
て
詳
説
し
、
三
英
の
師
吉
田
長
淑
（
一
七
七
九
’
一
八
二
四
）

の
泰
西
熱
病
論
（
文
化
十
一
年
刊
）
を
拡
充
し
て
い
る
こ
と
で
、
治
療
の
な
か
で
は
し
ば
し
ば
刺
絡
を
推
奨
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
「
天
然
の
力
能
ク
医
者
ノ
誤
治
ト
病
ノ
劇
甚
ト
ー
勝
ナ
リ
」
と
か
、
「
実
一
一
旧
染
ノ
習
僻
ヲ
離
し
只
自
然
ヲ
師
ト
シ
テ
実
験
考
究

ス
レ
ハ
其
術
自
ラ
練
熟
シ
テ
常
一
二
良
医
ヲ
得
、
世
間
ノ
学
流
〈
時
代
二
連
レ
テ
移
ル
モ
ノ
ナ
レ
ゞ
ハ
拠
ト
ス
ル
ニ
足
ラ
ス
」
と
か
、
「
凡
ソ
医

ダ
ル
者
〈
総
テ
峻
意
細
思
ノ
人
二
宜
シ
、
殊
二
胃
ノ
倣
衝
ノ
如
キ
、
如
是
キ
人
二
非
し
〈
之
ヲ
診
シ
謬
ラ
サ
ル
コ
ト
実
｝
一
難
シ
」
と
記
し
て
い

る
。
ま
た
、
依
ト
昆
姪
里
イ
ホ
コ
ン
テ
リ
歌
以
私
的
里
ヘ
ィ
ス
テ
リ
の
治
法
に
つ
い
て
、
「
凡
ソ
病
ヲ
療
ス
ル
ニ
医
ト
患
者
ト
明
識
堪
忍
ヲ
要

ス
ル
此
病
一
一
若
ク
モ
ノ
ナ
シ
（
中
略
）
、
医
ハ
患
者
卜
理
二
明
カ
ニ
シ
テ
人
事
及
上
天
事
二
属
ス
ル
治
療
ヲ
久
用
シ
テ
速
力
’
一
効
有
ル
コ
ト
ヲ
求

メ
ス
悠
々
然
ト
シ
テ
自
ラ
治
ス
ル
ヲ
待
ツ
ト
キ
ハ
即
チ
能
ク
万
全
ノ
功
ヲ
収
ル
ナ
リ
」
と
記
し
、
こ
と
に
、
泰
西
医
範
の
熱
病
総
論
の
な
か
で

は
、
「
世
二
依
卜
加
得
唾
辨
蒔
榊
』
今
津
ノ
遺
教
卜
称
シ
テ
尊
奉
ス
ル
所
ノ
分
利
定
日
〈
今
之
ヲ
歴
験
ス
ル
ニ
其
期
二
合
セ
ザ
ル
モ
ノ
多
シ

（
中
略
）
、
病
毒
分
利
〈
毎
日
之
有
り
日
ヲ
定
メ
来
ル
ノ
理
ナ
シ
治
療
一
一
従
事
ス
ル
モ
ノ
ハ
須
ク
此
一
一
固
泥
ス
ル
コ
ト
莫
ル
ベ
シ
」
と
述
べ
て
い

る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
コ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
が
経
験
を
重
ん
ず
る
達
識
の
医
師
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
天
然
痘
に
つ
い
て
、

「
此
病
ノ
伝
染
毒
ハ
ー
種
定
類
ノ
性
ア
リ
テ
常
二
亜
弗
利
加
州
ノ
内
地
ヲ
以
テ
其
本
地
ト
ス
。
吾
州
一
一
於
テ
ハ
此
病
直
チ
ニ
其
患
者
一
一
触
レ
テ

伝
染
シ
或
〈
外
気
ヨ
リ
シ
テ
伝
染
ス
」
と
記
し
、
巻
之
十
三
の
牛
痘
種
法
に
つ
い
て
は
、
「
詰
厄
利
亜
の
一
侯
国
コ
ロ
ウ
セ
ス
テ
ル
中
ノ
ヘ
ル

ヶ
レ
イ
ノ
医
エ
シ
ュ
ァ
ル
ト
イ
、
ソ
ネ
ル
ナ
ル
人
始
テ
牛
痘
種
法
ヲ
発
明
セ
リ
（
中
略
）
、
一
千
七
百
九
十
六
年
ノ
第
五
月
十
四
日
一
一
始
テ

ー
少
年
二
牛
痘
種
法
ヲ
施
シ
其
後
他
ノ
少
年
数
輩
二
試
ミ
遂
二
此
法
要
用
欠
ク
ヘ
カ
ラ
サ
ル
コ
ト
ヲ
決
定
シ
一
千
七
百
九
十
八
年
二
於
テ
初
テ

其
説
ヲ
世
一
一
梓
行
セ
リ
補
説
一
一
日
牛
痘
種
法
ノ
濫
膓
は
独
乙
都
国
ヨ
リ
ス
千
七
百
六
十
五
年
二
鑛
板
セ
ル
キ
ュ
リ
ュ
ッ
ク
ス
ト
ア
ト
セ
ン

ア
ン
セ
イ
ヶ
ン
華
二
於
テ
牛
痘
種
法
ハ
ホ
ル
ス
テ
イ
ン
畔
ノ
土
人
已
二
其
人
痘
ノ
預
防
法
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
ト
記
セ
リ
又
一
千
七
百
六
十

九
年
コ
ッ
チ
ン
ヶ
ン
輔
二
於
テ
出
板
セ
ル
毎
月
記
二
於
テ
（
中
略
）
牛
ノ
乳
汁
ヲ
搾
取
ル
業
ヲ
ナ
ス
抑
僕
〈
牛
痘
ヲ
其
身
二
伝
染
シ
テ
是
二
由
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テ
遂
二
痘
ヲ
免
レ
リ
ト
又
一
千
七
百
九
十
一
年
二
於
テ
フ
レ
ッ
ト
ナ
ル
人
キ
ー
ル
鄙
ト
ト
モ
ニ
ハ
ク
ラ
ル
露
ア
ル
チ
ニ
ノ
ニ
女
子

牛
痘
種
法
ヲ
施
シ
テ
良
効
ヲ
収
メ
タ
リ
ト
云
ヘ
リ
然
レ
ト
モ
此
時
代
一
天
猶
是
等
ノ
発
明
ヲ
忽
ニ
シ
テ
意
ヲ
注
ケ
ス
故
ヲ
以
テ
其
名
煙
滅

シ
テ
称
セ
ラ
レ
ス
其
功
今
二
至
テ
遂
一
一
イ
、
ネ
ン
ル
ニ
帰
シ
テ
不
朽
ノ
名
ト
ハ
ナ
リ
ヌ
（
中
略
）
イ
、
ン
ネ
ル
此
法
ヲ
発
見
シ
テ
後
始

メ
ハ
諸
厄
利
亜
国
次
二
独
乙
都
国
近
今
二
至
テ
ハ
諸
国
諸
州
二
於
テ
此
法
ヲ
試
験
セ
リ
（
中
略
）
今
一
一
至
テ
大
率
是
一
一
近
キ
ノ
成
説
ヲ
定
ル
ー

至
し
り
」
と
記
し
て
お
り
、
著
者
の
愛
国
心
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
尽
唾
）
ヒ
ユ
ヘ
ラ
ソ
ト

京
都
大
学
図
書
館
富
士
川
本
に
牛
痘
種
法
と
い
う
写
本
が
あ
り
、
遠
西
扶
歌
蘭
土
著
小
関
三
英
訳
行
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
は
泰
西

内
科
集
成
巻
之
十
三
の
牛
痘
種
法
、
貯
牛
痘
毒
、
偽
牛
痘
と
全
く
同
一
で
あ
る
。
泰
西
内
科
集
成
巻
之
十
二
の
種
痘
に
は
、
「
凡
ソ
種
痘
ノ
法

ヒ
ュ
ヘ
ラ
ン
ト
諸
大
家
ノ
説
ヲ
参
考
ス
ヘ
シ
（
中
略
）
種
痘
ノ
法
〈
数
種
ア
リ
ヒ
ュ
ヘ
ラ
ン
ト
ハ
次
ノ
法
ヲ
用
（
中
略
）
此
法
甚
簡
便
ナ
ル

ヲ
以
テ
人
皆
之
ヲ
用
フ
ト
雌
モ
或
〈
其
創
傷
広
蔓
ス
ル
ニ
由
テ
儘
悪
症
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
ァ
ル
ヵ
故
二
近
今
此
法
ノ
是
非
得
失
ヲ
論
ス
ル
者
ア

リ
ヒ
ュ
ヘ
ラ
ン
ト
其
自
ラ
質
験
ス
ル
所
二
由
テ
斯
法
ノ
利
害
ト
是
ヲ
用
フ
ヘ
キ
症
ト
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
次
条
ノ
加
シ
」
と
述
べ
、
そ
の
ほ
か
に

も
本
書
の
処
点
に
ヒ
ュ
ヘ
ラ
ン
ト
の
説
を
引
用
し
て
い
る
。
牛
痘
種
法
は
嘉
永
五
年
三
月
小
室
友
篤
主
人
の
筆
写
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
小
関

三
栄
時
代
に
訳
述
し
た
泰
西
内
科
集
成
巻
之
十
三
を
三
英
の
死
後
に
筆
写
す
る
と
き
、
小
関
三
英
訳
述
と
誤
記
し
た
こ
と
な
ど
を
考
え
あ
わ
せ

る
と
、
工
私
貌
爾
伽
が
扶
歌
闘
士
と
誤
記
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
り
得
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
泰
西
内
科
集
成
が
米
沢
古
松
庵
蔵

板
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
所
以
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
米
沢
藩
医
員
堀
内
忠
亮
（
一
八
○
一
’
一
八
五
四
、
名
は
忠
寛
の
ち
忠
竜
、
忠
亮
、
字
は
君
栗
、

素
堂
と
号
す
）
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
。
忠
亮
は
江
戸
に
出
て
漢
学
を
古
賀
穀
堂
、
關
方
医
学
を
杉
田
立
卿
、
青
地
林
宗
に
学
び
、
坪
井
誠

軒
、
高
野
長
英
、
小
関
三
英
、
杉
田
成
卿
ら
と
交
友
が
あ
り
、
扶
歌
藺
度
の
原
本
を
薩
窟
設
の
翻
訳
し
た
児
科
書
を
重
訳
し
て
弘
化
二
年
（
一

八
四
五
）
幼
幼
精
義
三
巻
を
刊
行
し
た
が
、
こ
れ
は
蘭
方
小
児
科
書
の
哺
矢
で
あ
る
。
幼
々
精
義
の
巻
末
に
名
称
義
略
が
あ
り
、
原
病
以
下
十

一
則
を
解
説
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
刺
衝
物
に
つ
い
て
は
、
訳
名
出
於
小
関
篤
斉
原
病
略
、
説
拠
同
上
、
感
受
に
つ
い
て
は
説
拠
同
上
、
刺

衝
機
に
つ
い
て
は
訳
名
出
於
小
関
篤
斉
、
知
覚
機
に
つ
い
て
は
訳
名
同
上
、
抗
力
、
感
伝
、
吸
収
力
に
つ
い
て
も
説
拠
同
上
と
記
し
て
お
り
、
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（
８
）

宇
田
川
玄
真
の
義
弟
で
あ
る
吉
田
長
淑
（
一
七
七
八
’
一
八
二
四
、
名
は
成
徳
、
字
は
直
心
、
駒
谷
と
号
す
。
本
姓
は
馬
場
氏
）
は
玄
随
の
西
説
内

科
撰
要
を
学
び
、
文
化
七
年
（
一
八
一
○
）
加
賀
藩
医
官
と
な
っ
た
が
、
文
化
九
年
蘭
方
内
科
医
を
標
傍
し
て
開
業
し
、
文
化
十
一
年
（
一
八
一

四
）
英
国
の
］
ｏ
言
〕
閏
巨
×
富
目
（
ニ
ハ
九
四
’
一
七
六
八
、
胃
⑦
討
冨
画
く
。
の
門
人
）
の
蘭
訳
書
を
識
訳
し
て
泰
西
熱
病
論
六
巻
を
出
版
し
た
。
こ
の

頃
江
戸
に
出
て
吉
田
長
淑
に
關
方
内
科
学
を
学
ん
だ
小
関
三
英
は
○
○
易
耳
巨
号
の
蘭
訳
書
を
識
訳
し
、
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
西
洋
内
科

大
成
と
名
付
け
た
が
、
増
訳
の
過
程
で
西
洋
内
科
集
成
と
改
称
し
、
天
保
三
年
（
一
八
三
一
）
泰
西
内
科
集
成
十
六
巻
と
し
た
が
、
さ
ら
に
天

保
六
年
ま
で
に
四
十
二
巻
に
拡
充
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
書
前
半
の
内
篇
十
七
巻
は
熱
病
を
対
象
と
し
て
い
る
の
は
吉
田
長
淑
が
文
化
十
二

総
括

わ
が
国
に
お
け
る
蘭
方
内
科
書
の
嗜
矢
は
津
山
藩
医
員
宇
田
川
玄
随
（
一
七
五
五
’
一
七
九
七
、
名
は
晋
、
字
は
明
卿
、
槐
園
と
号
す
）
が
寛
政

四
年
（
一
七
九
二
）
脱
稿
し
、
寛
政
五
年
か
ら
文
化
七
年
（
一
八
一
○
）
に
か
け
て
刊
行
し
た
西
説
内
科
撰
要
十
八
巻
で
あ
る
。
本
書
は
和
蘭

の
］
Ｏ
ｇ
ｐ
口
①
切
片
。
○
『
蔚
園
（
ニ
ハ
八
九
’
一
七
六
二
、
国
９
日
四
目
胃
。
『
ｇ
画
く
①
の
門
人
）
の
Ｑ
①
園
昌
く
①
ａ
①
①
ｇ
ｏ
の
降
○
邑
呉
（
一
七
四
四
）
を
脈
訳
し
、

幕
府
医
官
桂
川
甫
周
の
校
閲
を
経
て
出
版
さ
れ
た
。
玄
随
は
本
書
の
改
訂
を
試
ゑ
て
い
る
う
ち
に
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
逝
去
し
た
の
で
、

養
嗣
子
玄
真
（
一
七
六
九
’
一
八
三
四
、
名
は
燐
、
榛
斉
と
号
す
。
本
姓
は
安
岡
氏
）
が
。
。
『
§
の
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
版
に
つ
い
て
校
註
し
、

門
人
加
賀
藩
医
官
藤
井
方
亭
（
’
一
八
四
五
、
名
は
俊
、
字
は
士
徳
）
が
増
訳
し
て
文
政
五
年
（
一
八
三
一
）
増
補
重
訂
内
科
撰
要
十
八
巻
を
出
版

大
半
が
小
関
三
英
の
西
医
原
病
略
を
引
用
し
、
三
英
の
学
力
に
対
す
る
傾
到
ぶ
り
が
知
ら
れ
る
。
し
か
も
、
幼
幼
精
義
巻
之
一
の
扉
に
は
素
堂

堀
内
先
生
訳
米
沢
日
渉
園
蔵
青
蕊
閣
発
見
と
印
刷
さ
れ
、
内
科
集
成
巻
之
一
の
扉
の
、
篤
斉
小
関
一
二
英
訳
米
沢
古
松
庵
活
板
（
各
頁
に
古
松
庵

蔵
板
と
印
刷
）
と
い
う
印
刷
様
式
に
酷
似
し
て
、
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
関
三
英
の
学
識
を
高
く
評
価
し
た
米
沢
の
古
松
庵
が
三
英
の
死
後
間

も
な
く
米
沢
で
刊
行
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
古
松
庵
に
つ
い
て
は
未
孜
で
あ
る
。

し
た
。
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年
（
一
八
一
五
）
に
刊
行
し
た
泰
西
熱
病
論
六
巻
に
照
応
す
る
も
の
で
、
本
書
が
泰
西
医
範
（
写
本
）
と
し
て
流
布
さ
れ
た
の
も
理
由
の
な
い
こ

と
で
は
あ
る
ま
い
。
玄
随
、
長
淑
、
三
英
の
藺
方
内
科
書
を
比
較
検
討
し
て
み
る
と
、
師
伝
相
承
を
思
わ
し
め
る
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
三
者

の
学
統
に
よ
っ
て
關
方
内
科
学
が
わ
が
国
に
定
着
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
五
月
の
蛮
社
遭
厄
に
際
し
て
小
関
三
英
が
自
殺
し
た
こ
と
は
、
わ
が
国
の
蘭
方
内
科
学
の
発
展

に
と
っ
て
大
き
い
損
失
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
付
記
米
沢
出
身
の
蘭
方
医
花
沢
玄
庵
旧
蔵
、
米
沢
古
松
庵
活
板
の
泰
西
内
科
集
成
お
よ
び
西
説
内
科
集
成
の
借
覧
を
許
さ
れ
た
近
知
義
氏
お
よ
び
大
滝
紀

雄
博
士
に
深
謝
す
る
。
な
お
、
本
論
文
の
要
旨
は
第
八
十
回
日
本
医
史
学
会
総
会
に
お
い
て
講
演
し
た
。
）

引
用
文
献

（
１
）
山
形
敞
一
小
関
三
英
覚
書

（
２
）
杉
本
つ
と
む
小
関
三
英
伝

（
３
）
富
士
川
勝
日
本
医
学
史

（
４
）
山
川
章
太
郎
小
関
三
英
と

（
５
）
山
形
敞
一
仙
台
藩
に
於
け

（
６
）
山
形
敞
一
佐
々
木
中
沢
と

（
７
）
山
形
敞
一
仙
台
藩
と
独
逸

（
８
）
関
場
不
二
彦
西
医
学
東
漸

（
９
）
大
槻
如
電
新
撰
洋
学
年
表

（
、
）
高
於
兎
三
高
良
斉
昭
皿

（
ｕ
）
長
田
偶
得
高
野
長
英
先
姥

小
関
三
英
と
そ
の
書
翰
文
化
昭
廻
、
中
外
医
事
新
報
昭
過
Ｉ
ｕ

仙
台
藩
に
於
け
る
医
学
及
蘭
学
の
発
達
仙
台
市
史
４
巻
別
篇
２
昭
坊

佐
々
木
中
沢
と
大
槻
玄
沢
日
本
医
史
学
雑
誌
昭
盟

仙
台
藩
と
独
逸
医
学
日
本
医
史
学
雑
誌
昭
略

西
医
学
東
漸
史
話
並
余
謹
昭
８

新
撰
洋
学
年
表
昭
４

仙
台
藩
と
独
逸
医
学
日
本

西
医
学
東
漸
史
話
並
余
謹

新
撰
洋
学
年
表
昭
４

与
可
茎
芽
召
４

乍
晦
腋
Ｆ
ｒ
少
『
壬
／
両
Ｍ
ｍ
ド
イ
Ⅱ
ユ

高
野
長
英
先
生
伝 明

評 日
本
医
史
学
雑
誌
昭
“

昭
妬明

詑

（
東
北
大
学
名
誉
教
授
）
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SaneiKosekiandlnternalMedicine
め
の
【

bv

Sh6ichiYAMAGATA

OnlyfburbookshavebeenpublishedamongthemanytranslationsofSaneiKoseki.(1783-1839).TheseareSeiigen-

byoryaku,(1832),TaiseinaikaShusei,(1839-1852),theLifbofNapoleonBonaparte(1857)andKoseishimpen．(1937).The

TaiseinaikaShuseiisatranslatedbookofinternalmedicine.Thebookisanindirecttranslationof、AllgemeineEncyklopedie
ftirpraktischenAerzteundWundeaerzte(1802)ofG.W.C.Consbruch(1764-1837)throughaDIItchtranslationbyMeppen,
GeneeskundigHandboekvoorpraktischeArtstenin2volumes．(1824-1827).

SaneiKosekistudiedDutchmedicineunderChoshukuYoshida(1779-1824)andDutchscienceunderSaiuroBaba(1787-
1822)inEdointheperiodl815-1817,andhewasaprofbssorofmedicineinSendaiintheperiodl823-1825.Therefbreit
seemsthattheabovementionedbook'stranslationwasinitiatedinSendai.

SaneiKosekiwenttoEdoinl827,becameamemberofthemedicalstaff､oftheKishiwadaclaninl832,thennominated
astheoHicialtranslatoroftheshogunaldcpartmentofasLrologyinl835.

Duringthisperiod,hecompletedatranslationofConsbruch'stextbookofmedicineinto42volumesofTaiseinaikaShusei.

ThesevolumeswerepublishedinYonezawaintheperiodl839-1852,longafterhisdeath・Naihen,17volumes,discusscsfbbril

diseases,Gaihen,23volumes,dealswithgeneralmedicaldiseasesandYakuzaihen,2volumeshandlespresctiptions.

SeisetsuNaikasenyo,atranslationofGezuiverdeGeneeskonst(1744)ofJohannesdeGorter,donebyGenzuiUtagawa

(1755-1797)andpublishedinl793-1810isthefirstDutchmedicaltextbookeverpublishedinJapan.GenshinUtagawa,
adaptedheirofGenzui,hasre-editedandHoteiFUjiihaddoncadditionaltranslationandinl822theworkwasre-published

asZohoJutei-Naikasenyoinl8volumes.ChoshukuYoshida,abrother-in-lawofGenshinUtagawa,studiedSeisetsuNaikasenyo

（
①
の
）



andopenCdaprivateofficeandpracticedDutchmedicine.HepublishedTaiseiNetsubyoronin6volumes,aJapanesetransla-
tionoftheDutchtranslationofthebookofJohnHuxham,anEnglishman(1694-1768),in1814.

SaneiKosekihadlearnedmedicinefromChoshukuYoshidawhohadjusLpublishedTaiseiNetsubyoronandpublished

SeiyoNaikaTaisei,atranslationofConsbuch'sbookofmedicineinl824，Addedtr"nslationwasincludedinTaiseiNaikashusei,
42volumes,in1832.Inthesevolumes,thefirstl7volumesdealwithibbrildiseases,thesameasTaiseiNetsubyoron,andthe

last23volumesdescribegeneralmedicaldiseases.

WiththeeHortsoftheschoolofUtagawa,YoshidaandKoseki,theDutchinternalmedicinewasfullyestablishedinJapan,

（
ふ
い
）

、
の
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一
八
九
七
年
榊
医
長
急
逝
に
よ
り
片
山
國
嘉
医
長
（
帝
国
大
学
医
科
大
学
教
授
で
法
医
学
を
担
任
、
榊
教
授
急
逝
に
よ
り
呉
教
授
就
任
ま
で
精
神
病
学

も
兼
担
）
を
へ
て
、
一
九
○
一
年
よ
り
呉
秀
三
医
長
（
一
九
○
四
年
よ
り
院
長
制
に
復
し
て
院
長
）
。
一
九
一
九
年
（
大
正
八
年
）
二
月
府
下
松
沢

｜
、
一
○
○
年
史
の
概
略

現
在
の
東
京
都
立
松
沢
病
院
の
最
前
身
東
京
府
痴
狂
院
が
上
野
公
園
内
護
国
院
境
内
に
あ
っ
た
養
育
院
の
痴
狂
室
（
狂
人
室
）
（
現
在
東
京
芸

術
大
学
美
術
学
部
の
一
部
の
地
）
を
も
っ
て
発
足
し
た
の
は
、
一
八
七
九
年
（
明
治
一
二
年
）
の
七
月
二
五
日
で
、
一
九
七
九
年
か
ら
ち
ょ
う
ど
一

○
○
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
同
年
一
○
月
一
○
日
に
は
養
育
院
が
神
田
和
泉
町
へ
移
転
し
て
東
京
府
癩
狂
院
は
独
立
の
形
に
な
り
、
一
○
月
二

四
日
に
は
東
京
府
病
院
長
で
あ
っ
た
長
谷
川
泰
が
東
京
府
痴
狂
院
の
長
を
か
ね
る
に
い
た
っ
て
、
東
京
府
撒
狂
院
の
形
式
が
と
と
の
っ
た
。
つ

い
で
一
八
八
一
年
八
月
本
郷
区
東
片
町
（
現
東
京
大
学
農
学
部
の
地
）
に
新
築
移
転
（
当
時
、
こ
れ
に
隣
接
し
た
北
側
に
東
京
府
脚
気
病
院
が
あ
っ
ち
、

中
井
常
次
郎
院
長
。
さ
ら
に
一
八
八
六
年
六
月
小
石
川
区
巣
鴨
駕
籠
町
（
現
在
の
理
研
科
学
お
よ
び
都
立
小
石
川
高
等
学
校
の
地
）
に
移
転
。
翌
年
三

月
東
京
府
と
帝
国
大
学
と
の
あ
い
だ
で
、
癒
狂
院
に
お
け
る
治
療
は
大
学
側
が
担
当
す
る
と
の
協
定
が
む
す
ば
れ
、
四
月
よ
り
帝
国
大
学
医
科

大
学
榊
俶
教
授
が
医
長
に
就
任
（
院
長
制
を
廃
し
、
医
長
ｌ
事
務
長
制
）
、
医
科
大
学
精
神
病
学
教
室
も
院
内
に
お
か
れ
た
。
一
八
八
九
年
（
明
治

一
三
年
）
三
月
東
京
府
巣
鴨
病
院
と
改
称
。

作
品
を
と
お
し
て
み
る
松
沢
病
院
一
○
○
年
史

溌
轤
蕊
霊
一
該
跨
濡
曙
和
五
十
四
年
十
二
月
二
十
一
箇
費
付

岡
田
靖

雄
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村
に
移
転
し
て
、
東
京
府
立
松
沢
病
院
。
一
九
二
五
年
六
月
三
宅
披
一
院
長
、
一
九
三
六
年
六
月
よ
り
内
村
祐
之
院
長
。

一
九
四
九
年
（
昭
和
一
西
年
）
二
月
、
公
務
員
法
に
よ
り
東
京
大
学
教
授
の
院
長
兼
任
は
不
可
能
と
な
っ
て
林
一
障
専
任
院
長
。
ま
た
こ
の
間

に
、
一
九
四
五
年
五
月
に
梅
ケ
丘
分
院
（
村
松
常
雄
分
院
長
）
が
開
設
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
五
二
年
に
梅
ヶ
丘
病
院
は
独
立
し
た
。
一
九
六
二
，

年
よ
り
病
院
の
全
面
改
築
は
じ
ま
る
。
こ
の
の
ち
江
副
勉
、
詫
摩
武
元
、
岡
田
敬
蔵
の
各
院
長
の
の
ち
、
二
年
有
余
の
院
長
不
在
期
間
を
へ
て

一
九
七
九
年
二
月
よ
り
秋
元
波
留
夫
院
長
（
非
常
勤
！
）
。
一
九
七
九
年
二
月
七
日
に
創
立
一
○
○
年
記
念
式
典
。

巣
鴨
病
院
内
に
医
科
大
学
精
神
病
学
教
室
が
お
か
れ
て
い
た
こ
と
と
呉
秀
三
院
長
の
熱
烈
な
経
営
努
力
と
に
よ
っ
て
、
巣
鴨
病
院
ｌ
松
沢
病

院
は
わ
が
国
の
代
表
的
精
神
科
病
院
で
あ
り
、
精
神
医
学
の
メ
ッ
カ
と
さ
れ
て
い
た
。
い
ま
松
沢
病
院
医
局
同
窓
会
名
簿
を
み
る
と
、
各
地
の

精
神
医
学
担
当
の
教
授
と
な
っ
た
人
は
ほ
ぼ
五
○
名
に
達
す
る
。

こ
の
一
○
○
年
史
の
詳
細
は
、
近
刊
を
予
想
さ
れ
る
公
的
な
歴
史
の
ほ
か
に
、
わ
た
し
個
人
が
「
私
説
松
沢
病
院
史
」
を
一
九
八
○
年
中
に

（
１
）

発
行
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
み
て
い
た
だ
き
た
い
。
た
だ
こ
こ
で
は
、
最
初
の
東
京
府
獺
狂
院
発
足
の
日
を
、
何
月
何
日
と
か
ん
が

え
る
べ
き
か
、
こ
の
点
だ
け
検
討
し
て
お
き
た
い
。

二
、
東
京
府
癒
狂
院
は
い
つ
発
足
し
た
か

い
ま
い
く
つ
か
の
文
書
・
記
録
・
論
文
を
み
る
と
、
東
京
府
癩
狂
院
発
足
の
日
が
き
わ
め
て
ま
ち
ま
ち
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

一
九
○
三
年
一
○
月
当
時
の
呉
医
長
の
筆
に
な
る
『
明
治
一
二
十
五
年
東
京
府
巣
鴨
病
院
年
報
』
（
東
京
府
巣
鴨
病
院
、
一
九
○
三
年
）
中
の

「
病
院
創
立
以
来
ノ
沿
革
大
略
‐
一
は
「
本
院
ハ
明
治
十
二
年
六
月
始
メ
テ
上
野
ナ
ル
旧
養
育
院
内
病
室
ノ
ー
部
一
一
開
設
セ
ラ
レ
」
と
し
て
い

る
。
お
な
じ
く
呉
が
東
京
医
学
会
創
立
二
五
年
祝
賀
論
文
第
二
職
に
か
い
た
『
我
邦
一
一
於
ケ
ル
精
神
病
二
関
ス
ル
最
近
ノ
施
設
』
（
一
九
一
三

年
）
は
「
十
二
年
七
月
其
恩
賜
金
ノ
ー
部
（
中
略
）
ヲ
以
テ
当
時
、
上
野
公
園
ノ
傍
二
在
り
シ
養
育
院
ノ
病
室
ヲ
画
分
シ
テ
癩
狂
院
ト
ナ
シ
」

と
す
る
。
『
呉
教
授
荏
職
二
十
五
年
記
念
文
集
』
第
三
部
（
一
九
二
八
年
）
に
の
っ
て
い
る
、
東
京
府
立
松
沢
病
院
医
局
同
人
に
よ
る
「
東
京
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と
こ
ろ
が
、
『
東
京
府
史
』
（
行
政
篇
第
六
巻
）
（
東
京
府
、
一
九
三
七
年
）
は
、
「
依
っ
て
先
、
つ
養
育
院
に
預
け
て
置
い
た
癌
癩
病
患
者
五
十

名
を
収
容
し
て
同
月
〔
十
月
〕
十
日
に
纐
狂
院
を
開
設
し
た
」
と
し
、
『
昭
和
十
三
年
東
京
府
立
松
沢
病
院
年
報
』
（
松
沢
病
院
、
一
九
四
○
年
）

も
、
明
治
十
二
年
十
月
東
京
市
下
谷
区
上
野
公
園
内
二
東
京
癒
狂
院
卜
称
ス
ル
病
院
ヲ
開
設
」
と
か
い
て
い
る
。
『
東
京
都
立
松
沢
病
院
七
十

五
年
略
史
』
（
松
沢
病
院
、
一
九
五
四
年
）
で
当
時
の
林
院
長
は
、
一
八
七
九
年
七
月
を
も
っ
て
設
立
の
時
と
し
て
い
る
。
つ
い
で
『
東
京
大
学

医
学
部
百
年
史
』
（
東
京
大
学
州
版
会
、
一
九
六
七
年
）
中
の
「
東
京
大
学
伝
染
病
研
究
所
・
関
連
病
院
な
ど
」
の
部
に
「
東
京
都
立
松
沢
病
院
」

を
か
い
た
当
時
の
江
副
院
長
は
「
明
治
一
二
年
一
○
月
養
育
院
は
上
野
東
円
院
境
内
か
ら
神
田
和
泉
町
へ
移
転
に
当
っ
て
（
中
略
）
狂
人
室
七

棟
（
中
略
）
を
東
京
府
癩
狂
院
に
貸
与
し
た
が
、
こ
れ
が
東
京
府
癩
狂
院
（
松
沢
病
院
の
前
身
）
の
発
足
で
あ
る
」
と
か
い
て
い
る
。
ま
た
今
回

の
創
立
一
○
○
年
記
念
式
典
に
あ
た
り
東
京
都
立
松
沢
病
院
が
発
行
し
た
『
松
沢
病
院
百
年
の
あ
ゆ
象
と
現
況
』
は
、
「
沿
革
」
の
と
こ
ろ
に

「
東
京
府
癒
狂
院
は
、
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
年
）
一
○
月
一
○
日
、
上
野
公
園
内
に
発
足
し
た
」
と
し
て
い
る
。

厚
生
省
公
衆
衛
生
局
監
修
房
が
国
に
論
け
る
精
神
障
害
の
現
状
Ｉ
昭
和
一
二
八
年
精
神
衛
生
実
態
調
査
報
告
ｌ
』
昊
蔵
省
印
刷
局
一

九
六
五
年
）
中
の
「
精
神
障
害
者
処
遇
の
歴
史
」
で
わ
た
し
は
「
精
神
障
害
者
は
府
病
院
に
ひ
き
と
る
こ
と
に
し
た
が
、
病
室
は
な
い
の
で
、

一
八
七
九
年
（
明
治
一
二
年
）
七
月
二
五
日
に
、
養
育
院
の
纐
狂
室
を
か
り
費
用
は
東
京
府
病
院
で
象
る
こ
と
に
な
っ
た
（
中
略
）
現
都
立
松
沢

病
院
の
前
身
で
あ
る
東
京
府
癒
狂
院
は
こ
こ
に
は
じ
ま
る
」
と
か
き
、
こ
の
の
ち
吉
岡
真
二
・
長
谷
川
源
助
お
よ
び
わ
た
し
の
共
同
執
筆
に
よ

る
『
松
沢
病
院
九
○
年
略
史
稿
』
（
精
神
医
療
史
研
究
会
、
一
九
七
二
年
）
も
七
月
二
五
日
説
を
と
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
東
京
府
癒
狂
院
発
足
の
日
と
し
て
は
、
六
月
、
七
月
、
七
月
二
五
日
、
一
○
月
一
○
日
の
諸
説
が
あ
る
の
で
あ
る
（
こ
の
よ

う
に
他
説
を
か
き
な
ら
べ
た
と
き
、
わ
た
し
は
自
分
の
七
月
二
五
日
説
が
誤
り
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
う
た
が
つ
む
。
そ
こ
で
発
足
当
時
の
事
情
を
た
ど

っ
て
染
よ
う
。
こ
の
経
過
は
基
本
的
に
は
『
養
育
院
六
十
年
史
』
（
東
京
市
養
育
院
、
一
九
二
三
年
）
が
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
東

府
立
松
沢
病
院
ノ
歴
史
」
お
よ
び
お
な
じ
く
樫
田
五
郎
「
日
本
に
於
け
る
精
神
病
学
の
日
乗
」
は
、
明
治
一
二
年
六
月
に
輝
狂
院
が
設
立
さ
れ

た
と
か
い
て
い
る
。
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京
都
公
文
書
館
所
蔵
の
府
衛
生
課
関
係
、
養
育
院
関
係
、
府
病
院
関
係
、
脚
気
病
院
関
係
お
よ
び
癒
狂
関
係
の
文
苔
に
よ
っ
て
お
ぎ
な
っ
た
。

一
八
七
四
年
（
明
治
七
年
）
一
月
一
四
日
東
京
府
よ
り
会
議
所
付
属
養
育
院
へ
、
府
下
病
院
（
愛
宿
下
病
院
、
の
ち
東
京
府
病
院
と
称
す
る
）

が
で
き
た
ら
養
育
院
医
師
は
府
下
病
院
付
属
と
し
て
あ
つ
か
う
こ
と
に
す
る
、
と
。

一
八
七
五
年
一
○
月
二
日
会
議
所
は
府
の
要
請
に
よ
り
、
養
育
院
の
盲
人
室
を
修
繕
し
て
狂
人
を
収
容
す
る
こ
と
に
き
め
る
。

一
八
七
六
年
五
月
二
六
日
養
育
院
は
東
京
府
直
営
と
な
る
。

一
八
七
九
年
（
明
治
二
一
年
）
六
月
一
二
日
庶
務
課
よ
り
東
京
府
病
院
へ
通
知
の
明
治
一
二
年
度
予
算
（
当
時
の
予
算
年
度
は
七
月
一
日
よ
り

六
月
三
○
日
）
に
、
癒
狂
院
費
八
、
○
七
○
円
が
く
ま
れ
て
い
る
。

六
月
三
○
日
府
知
事
よ
り
養
育
院
に
た
い
し
、
纐
狂
人
は
本
月
か
ぎ
り
本
府
病
院
へ
ひ
き
わ
た
す
よ
う
指
令
。

七
月
七
日
養
育
院
事
務
長
澁
澤
榮
一
よ
り
、
府
病
院
に
願
狂
室
が
で
き
る
ま
で
当
院
で
廊
狂
人
を
あ
ず
か
っ
て
そ
の
費
用
を
府
病
院
よ

り
当
院
に
し
は
ら
う
よ
う
に
す
る
し
か
あ
る
ま
い
が
、
そ
れ
で
よ
い
か
、
と
府
知
事
に
あ
て
上
申
、
こ
れ
に
た
い
し
府
知
事
よ
り
七
月

一
九
日
、
そ
の
と
お
り
に
せ
よ
と
の
指
令
。

七
月
二
五
日
府
病
院
と
府
養
育
院
と
の
あ
い
だ
で
、
府
病
院
の
癒
狂
室
落
成
ま
で
は
養
育
院
の
癒
狂
室
を
か
り
て
治
療
は
府
病
院
が
負

担
し
、
衣
食
・
看
護
人
諸
費
は
七
月
か
ら
病
院
付
属
癩
狂
院
費
中
よ
り
支
弁
す
る
む
ね
の
文
書
を
交
換
。

一
○
月
一
○
日
養
育
院
移
転
に
と
も
な
い
狂
人
室
（
癩
狂
室
）
な
ど
を
病
院
へ
貸
与
。

一
○
月
二
四
日
府
病
院
長
長
谷
川
泰
東
京
府
願
狂
院
長
を
兼
務
。

こ
こ
で
も
う
す
こ
し
関
係
文
言
を
さ
ぐ
る
と
、
痕
擬
人
入
院
願
い
に
関
す
る
一
八
七
九
年
九
月
の
庶
務
課
の
文
書
に
は
、
「
癩
狂
院
」
の
語

と
「
養
育
院
内
癩
狂
室
」
の
語
と
が
両
方
つ
か
わ
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
こ
の
段
階
で
撤
狂
院
と
し
て
の
扱
い
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
一
○

月
末
東
京
府
願
狂
院
よ
り
退
院
の
患
者
の
届
け
に
「
本
年
十
月
十
五
日
同
院
〔
養
育
院
〕
ヨ
リ
引
渡
相
成
癩
狂
者
二
候
処
」
と
あ
る
な
ど
、
一

○
月
一
五
日
引
き
渡
し
と
し
て
い
る
も
の
が
二
通
あ
っ
た
。
他
方
、
翌
年
二
月
の
書
類
に
は
、
「
十
二
年
一
月
二
十
日
養
育
院
入
院
七
月
中
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当
院
引
継
ノ
擬
狂
者
」
と
い
っ
た
文
章
も
承
ら
れ
る
。
呉
の
『
我
邦
一
一
於
ケ
ル
精
神
病
一
一
関
ス
ル
最
近
ノ
施
設
』
は
、
「
養
育
院
掛
大
西
榮
之

助
東
京
府
病
院
書
記
ト
ナ
リ
癩
狂
院
ノ
事
務
ヲ
行
上
」
と
か
い
て
い
る
。
「
東
京
府
立
松
沢
病
院
ノ
歴
史
」
に
付
録
の
職
員
録
に
よ
れ
ば
、
書

記
大
西
榮
之
助
の
就
職
は
一
八
七
九
年
七
月
一
九
日
、
医
員
の
山
田
謙
哉
・
高
橋
武
（
薬
局
員
兼
任
）
・
太
田
原
孝
敬
の
就
職
は
同
年
一
○
月
二

○
日
で
あ
る
。
東
京
府
擬
狂
院
の
名
で
だ
さ
れ
て
い
る
文
書
の
最
初
の
も
の
は
一
○
月
二
○
日
で
あ
る
（
正
式
の
名
と
し
て
「
仮
頴
狂
院
」
、
「
仮

設
癩
狂
院
」
な
ど
の
名
は
も
ち
い
ら
れ
て
い
な
し
が
、
翌
年
七
月
五
日
纐
狂
院
門
番
に
つ
い
て
の
書
類
は
、
東
京
府
病
院
長
長
谷
川
泰
の
名
で
だ

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
内
務
省
衛
生
局
よ
り
の
公
私
立
病
院
に
つ
い
て
の
照
会
に
た
い
す
る
一
八
八
○
年
一
二
月
六
日
づ
け
の
府
よ
り
の
川
溶

に
は
、
「
癩
狂
院
明
治
十
二
年
十
月
十
日
当
所
へ
仮
設
」
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
承
て
く
る
と
、
一
八
七
九
年
七
月
一
日
か
ら
癒
狂
院
の
予
算
が
つ
い
た
（
そ
し
て
、
七
月
一
日
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
顔
狂
者
は
府
病

院
に
ひ
き
わ
た
し
て
府
病
院
か
ら
養
育
院
が
あ
ず
か
っ
た
こ
と
に
す
る
、
と
い
う
形
が
あ
と
か
ら
確
認
さ
れ
た
）
が
、
癒
狂
院
は
も
う
け
ら
れ
な
い
の
で
、

養
育
院
内
の
撤
狂
室
を
か
り
て
府
病
院
が
治
療
を
お
こ
な
う
と
い
う
医
療
面
の
責
任
が
七
月
二
五
日
か
ら
は
っ
き
り
し
（
た
だ
し
、
癩
狂
室
専
任

の
医
師
は
い
な
い
、
府
病
院
か
ら
養
育
院
へ
派
出
の
医
師
が
そ
の
業
務
の
一
環
と
し
て
痴
狂
室
も
染
た
の
だ
ろ
う
）
、
こ
の
の
ち
痴
狂
院
の
こ
と
ば
が
実
在

す
る
も
の
と
し
て
つ
か
わ
れ
だ
し
、
一
○
月
一
○
日
に
養
育
院
移
転
に
と
も
な
っ
て
輝
狂
院
が
養
育
院
を
は
な
れ
た
も
の
と
な
り
、
一
○
月
二

四
日
に
は
院
長
も
き
ま
っ
て
纐
狂
院
の
病
院
と
し
て
の
形
式
が
と
と
の
っ
た
の
で
あ
る
。
職
員
の
面
で
は
、
事
務
の
専
任
者
が
き
ま
っ
た
の
が

七
月
一
九
日
、
専
任
医
師
が
き
ま
っ
た
の
は
一
○
月
二
○
日
で
あ
る
。
そ
し
て
院
長
は
な
お
府
病
院
長
の
兼
務
で
あ
っ
た
が
、
一
八
八
一
年
七

月
八
日
府
病
院
廃
止
に
と
も
な
っ
て
府
病
院
医
師
で
あ
っ
た
中
井
常
次
郎
が
専
任
院
長
と
な
り
、
同
八
月
三
○
日
に
顔
狂
院
は
従
来
の
借
り
家

か
ら
本
郷
区
東
片
町
に
新
築
移
転
し
、
こ
こ
に
痴
狂
院
は
府
病
院
か
ら
も
分
離
し
て
そ
の
形
式
は
完
全
に
と
と
の
っ
た
の
で
あ
る
。

問
題
は
、
こ
の
よ
う
に
す
こ
し
ず
つ
で
き
て
い
っ
た
東
京
府
撒
狂
院
の
発
足
を
い
つ
の
日
と
き
る
の
が
も
っ
と
も
適
当
か
で
あ
る
。
六
月
説

が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
一
○
月
一
○
日
説
は
、
こ
の
日
が
養
育
院
か
ら
の
分
離
の
と
き
で
あ
り
、
翌
年
の
衛
生
局
あ
て
回
答

が
こ
の
日
を
も
っ
て
仮
設
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
な
り
の
根
拠
を
も
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
後
の
一
○
月
一
○
日
説
は
こ
の
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文
書
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
養
育
院
よ
り
一
○
月
一
五
日
に
患
者
が
ひ
き
わ
た
さ
れ
た
と
あ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
養
育
院
の

最
終
的
移
転
完
了
は
一
○
月
一
五
日
か
そ
の
あ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
一
○
月
一
○
日
に
輝
狂
院
の
開
院
式
を
お
こ
な
っ
た
と
い
う
証
拠
も

な
く
、
衛
生
局
あ
て
回
答
文
書
の
一
○
月
一
○
日
説
の
根
拠
は
、
養
育
院
主
体
の
移
転
と
い
う
、
艤
狂
院
か
ら
み
れ
ば
消
極
的
な
事
実
だ
け
で

あ
ろ
う
。
一
○
月
一
○
日
に
は
、
責
任
者
で
あ
る
院
長
も
い
な
い
の
で
あ
る
。
国
家
が
国
民
・
領
土
・
元
首
を
も
っ
て
成
立
す
る
と
同
様
に
、

病
院
が
患
者
・
建
て
物
・
院
長
を
も
っ
て
成
立
す
る
と
す
れ
ば
、
一
○
月
二
四
日
を
も
っ
て
設
立
の
時
と
す
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
形
式
的
に
は
長
谷
川
泰
院
長
就
任
の
一
○
月
二
四
日
を
も
っ
て
設
立
の
日
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
病
院
を
医
療
面
を
中
心

に
か
ん
が
え
る
な
ら
、
府
病
院
の
責
任
で
養
育
院
内
癒
狂
室
の
医
療
を
お
こ
な
う
こ
と
に
な
っ
た
七
月
二
五
日
を
実
質
的
発
足
の
日
を
み
る
べ

き
だ
ろ
う
。
同
年
一
二
月
二
五
日
獄
狂
院
よ
り
東
京
府
衛
生
掛
に
あ
て
ら
れ
た
患
者
統
計
は
「
明
治
十
二
年
七
月
養
育
院
ヨ
リ
交
付
後
十
二
月

迄
」
と
し
て
お
り
、
ま
た
『
東
京
医
学
会
雑
誌
』
第
二
巻
第
一
七
’
二
二
号
（
一
八
八
八
年
）
に
の
っ
た
榊
俶
「
東
京
府
擬
狂
院
ノ
患
者
統
計

表
及
上
精
神
病
原
因
ノ
追
加
」
も
、
「
東
京
府
撤
狂
院
二
於
テ
初
テ
患
者
ノ
統
計
表
ヲ
調
整
セ
シ
ハ
即
チ
明
治
十
二
年
七
月
ナ
リ
」
と
し
て
い

る
。
予
算
の
関
係
で
み
る
と
、
こ
の
七
月
と
は
お
そ
ら
く
七
月
一
日
で
あ
ろ
う
が
、
一
○
月
か
ら
で
な
く
七
月
か
ら
患
者
統
計
表
も
つ
く
ら
れ

こ
う
し
て
わ
た
し
は
、
一
八
七
九
年
七
月
二
五
日
を
も
っ
て
東
京
府
頴
狂
院
の
実
質
的
発
足
の
日
と
す
る
こ
と
が
も
っ
と
も
適
当
で
あ
る
こ

と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
松
沢
病
院
と
な
っ
て
か
ら
戦
前
は
、
二
月
七
日
は
移
転
記
念
日
と
し
て
い
わ
わ
れ
て
い
た
が
、
戦
後

は
そ
れ
が
い
つ
か
ら
か
創
立
記
念
日
と
さ
れ
た
。
今
回
の
記
念
式
典
も
こ
の
二
月
七
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
東
京
府
樋
狂
院
ｌ
巣
鴨
病
院
ｌ
松
沢
病
院
の
一
○
○
年
に
は
お
お
く
の
有
名
人
も
入
院
し
、
ま
た
こ
の
病
院
に
関
係
し
て
重
要

な
出
来
事
も
お
こ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
一
○
○
年
を
作
品
に
よ
っ
て
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

る
。
予
轌

て
い
る
。
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三
、
東
京
府
躍
狂
院
ｌ
巣
鴨
病
院

そ
の
一
芦
原
金
次
郎
（
一
八
五
○
’
一
九
三
七
）
は
「
将
軍
」
と
称
さ
れ
た
誇
大
妄
想
患
者
で
、
一
八
八
二
年
の
第
一
回
入
院
よ
り
死
亡
ま

で
計
五
○
年
を
こ
す
入
院
生
活
を
お
く
っ
て
い
る
。
芦
原
将
軍
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
寵
児
で
、
入
院
前
の
一
八
八
○
年
か
ら
そ
の
誇
大
妄
想

的
言
動
で
新
聞
を
に
ぎ
わ
せ
て
お
り
、
そ
の
後
新
聞
記
者
は
種
が
な
く
な
る
と
将
軍
訪
問
記
を
か
い
た
と
い
わ
れ
る
。
か
れ
の
姓
は
「
蘆
原
」

ま
た
は
「
葦
原
」
と
か
か
れ
る
こ
と
が
お
お
い
が
、
戸
籍
で
ゑ
て
も
「
芦
原
」
が
た
だ
し
い
。
ま
た
、
か
れ
は
一
般
に
「
将
軍
」
で
し
ら
れ
る

が
、
「
勅
語
」
を
か
い
て
い
る
こ
と
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ゑ
ず
か
ら
は
む
し
ろ
「
芦
原
帝
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
が
お
お
か
っ
た
。
芦
原

の
病
名
に
つ
い
て
は
、
慢
性
躁
病
説
と
妄
想
痴
呆
（
妄
想
型
分
裂
病
）
説
と
が
あ
る
が
、
か
れ
の
誇
大
妄
想
が
し
ば
し
ば
荒
唐
無
稽
の
も
の
で
あ

り
、
身
の
ま
わ
り
に
無
頓
着
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
躁
病
で
あ
れ
ば
い
く
ら
か
で
も
軽
う
つ
病
相
が
あ
る
は
ず
な
の
に
そ
れ
が
は
っ
き
り
し
な

い
こ
と
か
ら
、
わ
た
し
は
妄
想
痴
呆
で
あ
っ
た
ろ
う
と
か
ん
が
え
て
い
る
。
同
時
に
か
れ
の
病
像
に
は
、
長
年
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
寵
児
で
あ

り
つ
づ
け
た
こ
と
か
ら
く
る
人
工
的
二
次
的
な
も
の
と
、
晩
年
に
は
当
然
の
年
齢
的
な
も
の
と
が
、
か
な
り
く
わ
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
た
し
か

（
２
）

で
、
芦
原
金
次
郎
の
病
像
を
解
明
し
つ
く
す
こ
と
は
い
ま
と
な
っ
て
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

榎
本
滋
民
作
・
演
出
に
よ
り
森
繁
劇
団
が
一
九
六
八
年
五
月
明
治
座
で
公
演
し
た
「
葦
原
将
軍
」
は
芦
原
を
モ
デ
ル
に
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
主
人
公
葭
原
真
次
郎
は
、
平
和
主
義
の
民
権
運
動
家
と
さ
れ
て
お
り
、
森
繁
久
弥
の
演
じ
る
葭
原
は
、
堂
堂
と
し
、
し
か
も
し
み
じ

み
し
た
風
格
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
た
。
一
方
、
筒
井
康
隆
『
将
軍
が
目
醒
め
た
時
』
（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
二
年
）
で
は
、
軍
国
主
義
者
で

軍
部
の
宣
伝
に
利
用
さ
れ
た
人
と
し
て
芦
原
が
か
か
れ
て
い
る
、
Ｉ
こ
の
ほ
う
が
実
態
に
ち
か
か
っ
た
ろ
う
．

精
神
科
医
齋
藤
茂
吉
は
、

も
る
び
と
こ
だ
い
ま
う
ざ
う

入
れ
か
は
り
立
ち
か
は
り
つ
つ
諸
人
は
誇
大
妄
想
を
な
ぐ
さ
み
に
け
り

し
た
あ
し
は
ら

わ
れ
医
と
な
り
て
親
し
み
た
り
し
蘆
原
も
身
ま
か
り
ぬ
れ
ぱ
あ
は
れ
ひ
そ
け
し
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谷
川
泰
、
中
井
常
吟

著
名
医
が
あ
っ
た
。

な
ど
の
歌
を
か
れ
の
死
を
い
た
ん
で
つ
く
っ
て
い
る
（
歌
集
「
寒
雲
』
、
一
九
四
○
年
、
新
版
全
集
第
三
巻
所
載
）
。
お
も
し
ろ
い
の
は
、
一
九
三
二

年
の
連
作
「
世
田
谷
」
（
「
石
泉
』
、
一
九
五
一
年
、
新
版
全
集
第
二
巻
所
載
）
で
、
そ
の
な
か
の
「
松
沢
病
院
」
で

お
そ
る
べ
き
も
の
さ
へ
も
な
く
老
い
ゆ
き
て
蘆
原
金
次
郎
は
ひ
じ
り
と
ぞ
お
も
ふ

と
う
た
っ
た
数
首
後
に
、
「
青
山
脳
病
院
」
に

も
き
ち

茂
吉
わ
れ
院
長
と
な
り
い
そ
し
む
を
世
の
も
ろ
び
と
よ
知
り
て
く
だ
さ
れ
よ

と
よ
ん
で
い
る
。
当
時
齋
藤
は
、
養
父
紀
一
か
ら
院
長
職
を
継
承
し
た
青
山
脳
病
院
の
経
営
に
腐
心
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
「
お
そ
る
べ
き
も

の
‐
一
な
き
芦
原
と
院
長
と
し
て
い
そ
し
む
齋
藤
茂
吉
と
の
対
照
は
、
な
か
な
か
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
あ
る
。

と
も
た
れ

そ
の
二
相
馬
事
件
は
、
旧
相
馬
藩
主
相
馬
誠
胤
（
一
八
五
二
’
九
二
）
の
精
神
疾
患
を
め
ぐ
る
お
家
騒
動
で
あ
る
。
相
馬
は
、
今
日
の
目
で

診
断
す
れ
ば
周
期
性
緊
張
病
と
お
も
わ
れ
る
病
像
を
し
め
し
て
、
一
八
八
四
’
八
五
年
、
八
六
’
八
七
年
と
東
京
府
蔵
狂
院
に
入
院
し
、
撫
狂

に
し
ご
り
た
け
き
よ

院
の
巣
鴨
移
転
に
さ
い
し
て
は
相
馬
家
の
費
用
で
相
馬
病
室
が
と
く
に
つ
く
ら
れ
た
。
旧
相
馬
藩
士
の
錦
織
剛
清
は
、
相
馬
家
の
財
産
横
領
を

ね
ら
っ
た
誠
胤
の
義
母
・
義
弟
・
家
令
志
賀
直
道
（
作
家
志
賀
直
哉
の
祖
父
）
な
ど
が
、
病
気
で
な
い
主
君
を
病
気
に
し
た
て
て
不
法
監
禁
し
た

の
だ
と
、
く
り
か
え
し
相
馬
家
を
告
訴
し
、
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
実
力
行
使
に
お
よ
ん
だ
。
一
八
八
七
年
に
は
錦
織
が
誠
胤
を
東
京
府
癩
狂
院
か

ら
い
す
柔
だ
し
、
そ
の
夜
を
誠
胤
は
、
錦
織
に
肩
入
れ
し
て
い
た
内
務
省
衛
生
局
技
師
後
藤
新
平
の
家
で
す
ご
し
た
。
誠
胤
が
糖
尿
病
で
な
く

な
っ
た
年
の
翌
年
一
八
九
三
年
に
は
、
毒
殺
と
し
て
の
告
訴
が
あ
っ
て
、
ま
た
黒
岩
涙
香
の
『
万
朝
報
』
が
こ
の
事
件
を
か
き
た
て
て
部
数
を

の
ば
す
な
ど
の
こ
と
が
あ
っ
て
、
こ
の
事
件
は
と
く
に
有
名
に
な
っ
た
。
相
馬
誠
胤
を
診
察
し
た
医
師
と
し
て
は
、
、
ヘ
ル
ツ
、
ス
ク
リ
語
ハ
、
長

谷
川
泰
、
中
井
常
次
郎
（
後
半
よ
り
死
亡
に
い
た
る
主
治
医
）
、
榊
俶
、
佐
々
木
政
吉
、
岩
佐
純
、
片
山
國
嘉
、
青
山
胤
通
な
ど
な
ど
、
お
お
く
の

そ
し
て
こ
の
事
件
は
、
精
神
疾
患
患
者
の
監
禁
手
続
き
に
つ
い
て
も
全
国
的
な
（
部
分
的
に
は
海
外
に
も
お
よ
ぶ
）
関
心
を
あ
お
り
、
こ
れ
が

一
九
○
○
年
（
明
治
三
三
年
）
の
精
神
病
者
監
護
法
制
定
の
き
っ
か
け
の
一
つ
と
な
っ
た
。
わ
が
国
の
精
神
科
医
療
史
上
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
事
件
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こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
錦
織
が
誠
胤
の
死
後
間
も
な
い
一
八
九
二
年
一
○
月
に
だ
し
た
『
神
も
仏
も
な
き
闇
の
世
の
中
』
（
春
陽
堂
・
東
京
）

が
一
八
九
三
年
八
月
に
は
い
っ
て
ど
ん
ど
ん
版
を
か
さ
ね
、
初
版
後
ほ
ぼ
一
年
で
二
○
版
ち
か
く
に
達
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
一
八
九
三
年

八
’
一
○
月
に
は
こ
の
事
件
に
つ
い
て
の
本
が
、
わ
た
し
が
あ
つ
め
て
い
る
だ
け
で
も
二
○
冊
を
こ
す
ほ
ど
に
出
版
さ
れ
た
、
こ
の
ほ
と
ん
ど

が
錦
織
の
立
場
か
ら
か
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
の
ち
矢
田
挿
雲
が
『
相
馬
事
件
の
真
相
』
（
春
陽
堂
、
一
九
二
四
年
）
を
か
き
、
志
賀
直
哉
は

「
憶
ひ
出
し
た
事
」
（
一
九
一
二
年
一
月
執
筆
、
二
月
『
白
樺
』
掲
載
）
お
よ
び
「
祖
父
」
（
『
文
藝
春
秋
』
第
三
四
巻
第
一
’
三
号
、
一
九
五
六
年
）
で

相
馬
事
件
に
ふ
れ
て
い
る
。
後
藤
新
平
を
え
が
い
た
杉
森
久
英
『
大
風
呂
敷
』
（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
六
五
年
）
、
死
後
一
年
半
で
青
山
墓
地
か
ら

ほ
り
だ
さ
れ
た
誠
胤
の
遺
体
を
解
剖
し
た
江
口
襄
の
息
子
江
口
漢
の
「
少
年
時
代
』
（
光
和
堂
・
東
京
、
一
九
七
五
年
）
も
相
馬
事
件
を
か
な
り

お
お
き
く
あ
つ
か
っ
て
い
る
。
最
近
で
は
三
好
徹
、
井
出
孫
六
な
ど
も
そ
の
作
品
に
相
馬
事
件
を
と
り
あ
げ
る
な
ど
、
お
そ
ら
く
年
間
に
一
回

ぐ
ら
い
は
相
馬
事
件
の
こ
と
が
か
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
内
容
が
実
相
を
か
な
り
は
な
れ
て
い
る
こ
と
も
お
お
い
。

そ
の
三
齋
藤
茂
吉
（
一
八
八
二
’
一
九
五
三
）
は
、
一
九
二
’
一
七
と
巣
鴨
病
院
医
員
で
あ
っ
た
。
『
赤
光
』
（
一
九
一
三
年
、
新
版
全
集

を
も
し
の
ぐ
重
大
な
意
義
を
も
つ
事
件
で
あ
っ
た
。
後
藤
新
平
は
こ
の
事
件
に
連
座
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
医
政
家
か
ら
政
治
家
へ
転
身

（
３
）

○

し
て
い
ど
、

そ
の
三

第
一
巻
所
載
）

が
、
歌
に
お
け
る
茂
吉
の
最
初
の
巣
鴨
体
験
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
一
二
年
の
一
‐
折
々
の
歌
」
中
の

か
が
せ
つ
ぺ
ん
そ
あ
け
び

屈
ま
り
て
脳
の
切
片
を
染
め
な
が
ら
通
草
の
は
な
を
お
も
ふ
な
り
け
り

は
、
呉
秀
三
が
ド
イ
ツ
か
ら
も
ち
か
え
っ
た
最
新
の
脳
研
究
法
で
あ
る
昌
邑
染
色
と
、
茂
吉
に
と
っ
て
故
郷
金
瓶
の
山
の
象
徴
で
あ
る
通
草

の
花
と
を
紫
の
色
を
も
っ
て
む
す
び
つ
け
て
い
る
も
の
で
、
精
神
科
医
齋
藤
茂
吉
の
代
表
的
な
歌
と
し
て
わ
た
し
は
こ
れ
を
お
し
た
い
。
「
短

も

は

死
に
近
き
狂
人
を
守
る
は
か
な
さ
に
己
が
身
す
ら
を
愛
し
と
な
げ
け
り

の

（
一
九
二
年
、
折
に
触
れ
て
）
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『
赤
光
』
で
は
、
一
九
一
二
年
の
「
折
為
の
歌
」
、
「
狂
人
守
」
、
一
九
一
三
年
の
「
み
な
づ
き
嵐
」
、
『
あ
ら
た
ま
』
（
一
九
二
一
年
、
新
版
全

集
第
一
巻
所
載
）
で
は
、
一
九
一
三
年
の
「
宿
直
の
日
」
、
一
九
一
四
年
の
「
と
の
ゐ
」
、
「
蝸
叫
」
、
一
九
一
五
年
の
「
折
に
ふ
れ
」
、
「
雄
子
」
、

「
漆
の
木
一
、
一
九
一
六
年
の
「
折
点
の
歌
」
、
「
蝿
」
に
は
巣
鴨
病
院
の
こ
と
を
う
た
っ
た
も
の
が
お
お
い
。
そ
れ
ら
か
ら
い
く
つ
か
ひ
ろ
う

、
砿
函
に
こ
ほ
り
絶
ゆ
れ
ば
山
羊
の
血
は
腐
ら
む
と
し
て
こ
ゑ
す
る
ら
し
も

は
、
当
時
の
大
問
題
で
あ
っ
た
麻
癖
性
痴
呆
の
ワ
セ
ル
マ
ン
反
応
に
と
り
く
ん
で
の
歌
で
あ
る
。

巣
鴨
病
院
に
と
な
り
し
て
岩
崎
邸
（
元
柳
澤
吉
保
邸
、
現
六
義
園
）
が
あ
り
、
院
内
に
も
か
な
り
ひ
ろ
い
庭
が
あ
っ
た
し
、
青
山
脳
病
院
（
松

原
へ
移
転
前
）
は
青
山
墓
地
に
接
し
て
い
た
。
ま
た
と
も
に
煉
瓦
造
り
の
病
棟
が
あ
っ
た
。
両
病
院
の
環
境
に
は
か
な
り
に
た
面
が
あ
っ
て
、

い
ず
れ
を
よ
ん
だ
か
区
別
し
に
く
い
歌
も
お
お
い
。
だ
が
茂
吉
は
「
養
家
の
青
山
脳
病
院
の
診
察
も
決
し
て
手
伝
」
わ
な
か
っ
た
（
下
田
光
造

「
巣
鴨
医
局
時
代
」
、
『
ァ
｜
フ
ラ
ギ
』
齋
藤
茂
吉
追
悼
号
、
一
九
五
三
年
）
の
で
、
入
院
患
者
を
う
た
っ
た
も
の
、
宿
直
を
う
た
っ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど

巣
鴨
病
院
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
巣
鴨
病
院
に
は
ヒ
キ
ガ
エ
ル
が
お
お
か
っ
た
の
で
、
ヒ
キ
ガ
エ
ル
の
で
る
も
の
は
巣
鴨
病
院
に

と
、

閏
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

『
赤
光
』
中
の
連
吟

歌
拾
遺
」
（
新
版
全
集
第
四
巻
）
の

､，
C

狂
院
の
煉
瓦
の
う
へ
に
朝
日
子
の
あ
か
き
を
見
つ
つ
な
げ
き
け
る
か
な

か
ら
、
お
ひ
ろ
の
モ
デ
ル
は
巣
鴨
病
院
の
看
護
婦
で
な
か
っ
た
か
と
の
説
も
で
た
こ
と
が
あ
る
と
き
く
が
、
当
時
の
巣
鴨
病
院
に
お
い
て
院
内

の
男
女
関
係
が
き
び
し
く
と
り
し
ま
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
み
て
も
、
こ
の
煉
瓦
造
り
が
巣
鴨
病
院
の
そ
れ
で
あ
る
と
は
か
ん
が
え
ら
れ
な

き
や
う
ゐ
ん

ぬ

ひ
韮
』

狂
院
に
寝
て
を
れ
ぱ
夜
は
温
る
し
我
が
ま
ぢ
か
く
に
贈
畭
は
啼
き
た
り

中
の
連
作
「
お
ひ
ろ
」
の

（
折
々
の
歌
）
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ま
た
の
ち
に
茂
吉
は
松
沢
病
院
歌
を
つ
く
っ
て
い
る
。
一
九
四
一
年
の
日
記
（
新
版
全
集
第
三
一
巻
）
に
「
九
月
二
十
二
日
月
旺
ハ
レ
○

松
沢
病
院
歌
ヲ
選
ブ
」
、
「
九
月
二
十
五
日
木
旺
雨
（
中
略
）
午
後
三
時
、
松
沢
病
院
副
院
長
村
松
氏
来
ル
、
選
歌
ノ
礼
ナ
リ
・
」
と
あ
る

の
が
そ
れ
で
あ
る
。
全
四
番
の
第
一
番
だ
け
あ
げ
て
お
こ
う
、
Ｉ

つ
ひ

ダ
ア
リ
ャ
は
黒
し
笑
ひ
て
去
り
ゆ
け
る
狂
人
は
終
に
か
へ
り
見
ず
け
り
（
ふ
な
づ
き
嵐
）

よ
る
と
こ
わ
ら

を
ん
な

夜
の
床
に
笑
ひ
こ
ろ
げ
て
ゐ
る
女
わ
が
と
ほ
れ
ど
も
か
か
は
り
も
な
し
（
折
に
ふ
れ
）

お
ほ
ど

い
ち
ゃ
う
き
も
の

む
れ
ぐ
わ
い
く
わ
う

大
戸
よ
り
い
る
一
様
の
著
物
き
て
も
の
ぐ
る
ひ
の
群
外
共
に
い
づ
（
雄
子
）

わ

ほ
を
ん
な

ひ
さ
び
さ
に
お
の
づ
か
ら
な
る
我
が
こ
こ
ろ
呆
け
し
女
に
も
の
い
ひ
に
け
り
（
雄
子
）

あ
か
つ
き
ち
か

め
も
と

き
や
う
じ
や
を
は

暁
に
は
や
近
か
ら
し
目
の
下
に
つ
く
づ
く
と
狂
者
の
い
の
ち
終
る
（
折
為
の
歌
）

き
や
う
ゐ
ん
と
ま
き

あ
せ

ひ
ぐ
ら
し
な

狂
院
に
宿
り
に
来
つ
つ
う
つ
う
つ
と
汗
か
き
を
れ
ぱ
蝿
鳴
け
り
（
燗
）

一
九
一
二
年
の
「
黄
涙
余
録
」
の
連
作
は
、
青
山
脳
病
院
に
あ
ず
か
っ
た
患
者
の
自
殺
を
う
た
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
患
者
の
死
に
面
し
た
医

者
の
悲
痛
を
う
た
い
あ
げ
て
い
る
。
現
在
精
神
科
病
院
入
院
患
者
の
死
亡
率
は
一
般
人
口
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
お
な
じ
い
が
、
当
時
の
巣
鴨
病
院
の

患
者
の
死
亡
率
は
年
間
在
籍
者
の
一
○
％
に
ち
か
く
、
宿
直
医
が
患
者
の
死
を
み
と
る
こ
と
も
お
お
か
っ
た
。
茂
古
の
歌
に
は
患
者
の
死
が
ぉ

お
く
う
た
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
す
で
に
あ
げ
た

で
唯
の
る
。

東
京
府
立
松
沢
病
院
食
歌

と
こ
ろ

じ
よ
う
さ
い
せ
い
し
ひ
か
か
が
や

一
、
処
を
し
む
る
城
西
に
聖
旨
の
光
り
輝
き
て

し
き
く
さ
き
い
ろ

ま
つ
ざ
は
う
ら
、

四
季
の
草
木
も
色
は
ゆ
る
こ
こ
松
沢
の
麗
か
さ

た
す
で
に
あ
げ
た
『
石
泉
』
中
の
連
作
「
世
田
谷
」
の
な
か
の
「
松
沢
病
院
」
の
も
う
一
筒
は
、

お
き
ふ

も
の
ぐ
る
ひ
こ
こ
に
起
臥
し
う
つ
せ
み
に
似
ぬ
あ
り
さ
ま
も
あ
り
と
こ
そ
い
へ
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衣
笠
貞
之
助
『
わ
が
映
画
の
青
春
Ｉ
日
本
映
画
史
の
一
側
面
Ｉ
』
（
中
公
新
書
一
九
七
七
年
）
に
よ
れ
ば
、
衣
笠
が
横
光
利
一
宅
を
た

ず
ね
る
と
き
駅
頭
で
、
精
神
病
に
か
か
っ
て
い
る
と
き
こ
え
た
あ
る
高
貴
な
お
方
の
一
行
を
み
た
、
そ
の
と
ぎ
狂
気
の
人
が
劇
的
な
成
因
と
な

っ
て
ド
ラ
マ
の
お
お
き
な
要
素
と
な
る
こ
と
を
か
ん
が
え
て
、
紹
介
状
も
な
し
に
松
沢
病
院
を
た
ず
ね
て
、
隆
長
に
く
ま
な
く
案
内
し
て
も
ら

っ
た
。
こ
の
と
き
の
シ
ナ
リ
オ
は
撮
影
終
了
後
に
衣
笠
・
犬
塚
稔
・
沢
田
晩
紅
で
か
き
あ
げ
た
も
の
（
た
ぶ
ん
、
最
初
に
川
端
が
つ
く
っ
た
大
筋
を

肉
付
け
し
た
の
だ
ろ
う
）
に
川
端
康
成
（
一
八
九
九
’
一
九
七
二
）
が
目
を
と
お
し
加
筆
し
た
も
の
が
の
こ
っ
て
い
る
（
『
川
端
康
成
全
集
」
第
一
巻
、

新
潮
社
、
一
九
六
九
年
、
に
は
川
端
単
独
の
名
で
収
録
さ
れ
て
い
る
）
。

そ
の
五
千
家
元
麿
（
一
八
八
八
’
一
九
四
八
）
は
白
樺
派
に
属
し
肯
定
的
に
素
朴
に
生
を
う
た
い
あ
げ
た
詩
人
で
あ
る
。
こ
の
人
は
一
九
二

九
年
に
短
期
間
松
沢
病
院
に
入
院
し
た
。
千
家
の
病
い
に
つ
い
て
は
、
当
時
う
け
も
っ
た
こ
と
の
あ
る
野
村
章
恒
（
わ
が
精
神
医
学
ノ
ー
ト
抄
。

『
野
村
章
恒
教
授
定
年
退
職
記
念
論
文
集
』
、
東
京
慈
恵
会
医
科
大
学
精
神
神
経
科
教
室
、
一
九
六
七
年
）
は
、
被
害
妄
想
が
あ
っ
た
の
で
破
瓜
病
と
し
た

が
、
詩
を
よ
む
と
人
格
は
お
か
さ
れ
て
お
ら
ず
、
や
は
り
う
つ
病
だ
っ
た
ろ
う
、
と
い
う
。
詩
集
『
霞
』
（
や
ぼ
ん
な
書
房
・
東
京
、
一
九
三
一

四
、
松
沢
病
院

そ
の
四
映
画
「
狂
っ
た
一
頁
」
焼
失
し
て
い
た
と
お
も
わ
れ
て
い
た
フ
ィ
ル
ム
が
一
九
七
一
年
に
発
見
さ
れ
、
そ
の
の
ち
海
外
お
よ
び

国
内
で
上
映
さ
れ
て
あ
た
ら
し
い
感
銘
を
よ
ん
だ
衣
笠
貞
之
助
監
督
（
一
八
九
六
Ｉ
）
の
「
狂
っ
た
一
頁
」
は
、
一
九
二
六
年
の
作
品
で
あ

り
、
当
時
新
感
覚
派
映
画
の
代
表
作
と
さ
れ
た
。
こ
の
映
画
は
、
精
神
科
病
院
の
小
使
い
に
な
っ
て
い
る
一
人
の
老
人
（
名
優
井
上
正
夫
が
こ
れ

を
演
じ
た
）
を
主
人
公
に
し
て
、
病
院
の
内
部
、
そ
の
患
者
た
ち
の
姿
を
え
が
き
だ
し
て
い
る
が
、
こ
の
映
画
の
患
者
を
ゑ
る
目
は
新
鮮
に
あ

た
た
か
い
。
ま
た
映
画
に
で
て
く
る
病
院
の
雰
囲
気
は
、
松
沢
病
院
の
旧
病
棟
を
お
も
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
お
お
い
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
あ

る
○

（
４
）

こ
れ
に
は
湯
淺
永
年
が
作
曲
し
た
。
ま
た
こ
の
松
沢
病
院
歌
は
全
集
に
の
っ
て
、
い
な
い
（
あ
る
い
は
他
人
の
作
を
え
ら
ん
だ
だ
け
な
の
か
）
。
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看
護
人
の
誌
す
、
患
者
の
挙
措
録
に

「
○
様
は
御
室
を
出
て
脱
兎
の
ご
と
く
廊
下
を
御
飛
び
に
な
り
ま
す
」
と
か
い
て
あ
っ
て
笑
は
し
た
。

そ
の
六
作
家
・
詩
人
の
平
野
威
馬
雄
（
一
九
○
○
ｌ
）
は
抱
水
ク
ロ
ラ
ル
お
よ
び
コ
カ
イ
ン
の
中
毒
で
、
一
九
三
○
年
に
三
か
月
間
松
沢

病
院
に
入
院
し
た
。
『
膣
者
の
告
白
」
（
話
の
特
集
・
東
京
、
一
九
七
六
年
）
の
四
分
の
一
ほ
ど
が
こ
の
入
院
生
活
に
あ
て
ら
れ
て
い
て
、
回
診

年
）
に
は
、
「
（
Ｍ
病
院
で
）
」
と
付
記
さ
れ
て
い
る
詩
が
三
○
ち
か
く
あ
り
、
ほ
か
に
『
千
家
元
暦
全
集
』
（
上
下
二
巻
、
弥
生
書
房
・
東
京
、
一

九
六
四
年
）
に
の
っ
て
い
る
「
拾
遺
詩
集
」
に
も
入
院
生
活
を
う
た
っ
た
二
篇
が
あ
る
。
「
拾
遺
詩
集
」
に
は
生
前
刊
行
の
詩
集
に
未
採
録
の

も
の
の
約
五
分
の
二
を
の
せ
て
い
る
と
い
う
か
ら
、
松
沢
病
院
に
題
材
を
と
っ
た
詩
は
お
そ
ら
く
ほ
か
に
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
な
か

で
、
「
散
歩
」
、
「
お
や
つ
」
、
「
入
浴
」
、
「
或
る
室
」
、
「
老
狂
人
」
、
「
若
き
狂
人
」
、
「
若
き
狂
人
」
な
ど
は
精
神
科
病
院
生
活
そ
の
も
の

を
う
た
っ
て
い
る
。
な
か
で
も
「
老
狂
人
」
に
は
、
「
此
の
老
人
は
も
と
病
院
の
副
院
長
ま
で
し
て
、
洋
行
し
て
帰
る
と
発
狂
し
て
も
う
五
年

位
そ
の
部
屋
に
ゐ
る
の
だ
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
う
も
長
崎
医
学
専
門
学
校
教
授
（
斎
藤
茂
方
の
前
任
者
）
で
あ
っ
た
石
田
昇
（
一
八
七
五
’

一
九
四
○
）
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
石
田
は
呉
門
下
の
最
秀
才
で
、
文
才
に
も
め
ぐ
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
著
『
新
撰
精
神
病
学
』
（
一
九
○
六

年
初
版
）
は
、
わ
が
国
で
は
じ
め
て
ク
レ
。
へ
リ
ン
の
体
系
に
よ
っ
た
教
科
書
で
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
版
を
か
さ
ね
た
。
石
田
は
一
九
○
七
年
の
長
崎

赴
任
に
つ
づ
い
て
、
一
九
一
六
年
ボ
ル
チ
モ
ア
に
留
学
し
た
が
、
間
も
な
く
分
裂
病
を
発
し
被
害
妄
想
か
ら
ア
メ
リ
カ
人
の
同
僚
を
殺
害
し

た
。
無
期
懲
役
と
な
っ
て
い
た
が
、
一
九
二
五
年
に
帰
国
を
ゆ
る
さ
れ
て
松
沢
病
院
に
入
院
、
一
九
四
○
年
に
こ
こ
で
そ
の
生
涯
を
お
え
た
。

こ
こ
で
は
千
家
の
詩
か
ら
比
較
的
ぷ
じ
か
い
一
篇
を
あ
げ
て
お
こ
う
、
Ｉ

廊
下
を
パ
タ
ン
ノ
ノ
、
‐
飛
ん
で
ゐ
る
。

そ
の
昔
秀
才
な
り
し
と
云
ふ
若
き
狂
人
が

瓢
逸
な
姿
で

若
き
狂
人
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の
様
子
、
前
記
の
石
田
昇
の
こ
と
、
ラ
ジ
オ
病
の
こ
と
、
芦
原
将
軍
の
こ
と
、
看
護
人
が
待
遇
改
善
を
要
求
し
て
サ
ポ
タ
ー
ジ
し
た
こ
と
、
運

動
会
の
こ
と
、
杉
田
博
士
の
論
文
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
を
手
つ
だ
っ
て
い
る
と
き
に
薬
局
か
ら
抱
水
ク
ロ
ラ
ル
と
コ
カ
イ
ン
と
を
ぬ
す
み
だ
し
て

脱
院
し
た
こ
と
が
か
か
れ
て
い
る
。
当
時
の
メ
モ
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
四
六
年
前
の
体
験
を
か
い
て
い
る
の
で
、
当
時
の
杉
田
直
樹
副

院
長
を
院
長
と
し
て
い
る
（
も
っ
と
も
、
東
京
帝
国
大
学
教
授
の
二
毛
院
長
が
松
沢
に
く
る
の
は
週
一
同
で
、
院
務
の
実
質
的
責
任
者
は
副
院
長
で
あ
っ
た
）

な
ど
、
い
く
ら
か
不
正
確
で
あ
っ
た
り
、
話
し
が
お
も
し
ろ
く
な
り
す
ぎ
て
い
る
と
こ
ろ
も
み
ら
れ
る
。
看
護
人
サ
ポ
タ
ー
ジ
の
件
は
断
片
的

な
記
録
し
か
な
い
だ
け
に
、
貴
重
な
記
載
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
に
ば
、
「
医
局
の
若
い
医
者
も
同
調
し
‐
一
と
あ
る
が
、
表
だ
っ
て
そ
う
い
う
こ

そ
の
七
拘
禁
反
応
の
作
家
野
村
章
恒
「
心
因
性
精
神
病
、
殊
二
拘
禁
性
精
神
病
二
関
ス
ル
臨
床
的
知
見
」
（
精
神
神
経
学
雑
誌
第
四
一

巻
、
一
二
一
’
一
八
九
、
一
九
三
七
年
）
は
、
一
九
二
五
年
か
ら
一
九
三
五
年
に
か
け
て
松
沢
病
院
に
入
院
し
た
拘
禁
精
神
病
患
者
三
○
例
を
記
載

し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
二
六
例
が
治
安
維
持
法
違
反
と
さ
れ
た
人
で
あ
る
。
第
一
三
例
は
乖
離
性
反
応
型
の
女
性
で
、
論
文
中
症
例
表
の
ま

と
め
に
よ
る
と
、
「
病
前
性
格
勝
気
・
堅
忍
・
快
活
初
期
拘
禁
ノ
心
理
及
身
体
病
人
工
流
産
、
心
悸
発
作
刑
務
所
二
於
ケ
ル
精
神
症
状

不
眠
、
不
安
、
恐
怖
、
発
揚
、
誇
大
妄
想
、
乱
書
症
入
院
後
ノ
主
症
状
不
安
、
幻
覚
、
誇
大
妄
想
出
没
、
錯
乱
状
転
帰
全
治
」
と
あ

る
。
こ
の
第
一
三
例
が
作
家
中
本
た
か
子
（
一
九
○
三
Ｉ
）
で
、
か
の
じ
ょ
は
一
九
三
○
年
七
月
一
四
日
、
共
産
党
の
田
中
清
玄
と
い
っ
し
ょ

に
い
る
家
で
検
挙
さ
れ
、
市
谷
刑
務
所
に
い
る
あ
い
だ
に
拘
禁
反
応
に
な
り
、
翌
年
二
月
五
日
に
松
沢
病
院
に
入
院
、
菊
池
寛
に
ひ
き
と
っ
て

も
ら
う
こ
と
に
し
て
一
○
月
一
五
日
に
保
釈
が
ゆ
る
さ
れ
て
退
院
し
て
い
る
。
こ
の
の
ち
中
本
は
非
合
法
活
動
に
復
帰
し
ま
た
逮
捕
さ
れ
た
の

ち
受
刑
し
て
い
る
が
、
こ
の
と
き
は
精
神
変
調
は
き
た
さ
ず
に
た
え
た
。

さ
て
、
中
本
ば
自
分
の
体
験
を
鼠
場
』
（
教
材
社
・
東
京
、
一
曲
一
毎
中
の
冒
壁
の
牢
獄
ｌ
脳
病
院
と
刑
務
所
の
生
活
を
語
る

’
一
、
量
ば
牢
獄
を
こ
、
そ
』
孟
月
書
軍
東
哀
一
九
吾
毎
、
男
が
生
憾
苦
悩
に
灼
か
れ
て
ｌ
論
が
若
き
日
の
生
き
が
い
ｌ
』

（
白
石
書
房
・
東
京
、
一
九
七
三
年
）
に
か
な
り
く
わ
し
く
か
い
て
い
る
。
こ
こ
で
と
く
に
興
味
ふ
か
い
の
は
、
持
続
浴
の
様
子
が
か
か
れ
て
い

な
記
録
し
か
な
い
だ
け
に
、
里

と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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そ
の
八
右
翼
思
想
家
大
川
周
明
（
一
八
八
六
’
一
九
五
七
）
は
、
一
九
四
六
年
五
月
三
日
東
京
裁
判
第
一
日
目
の
公
判
廷
で
前
列
の
東
條
英

機
の
は
げ
頭
を
た
た
く
と
い
う
は
で
な
形
で
発
症
し
、
精
神
鑑
定
の
の
ち
一
九
四
六
’
四
八
年
と
松
沢
病
院
に
入
院
し
た
。
大
川
の
精
神
鑑
定

に
あ
た
っ
た
内
村
祐
之
が
『
わ
が
歩
承
し
精
神
医
学
の
道
』
象
す
ず
書
房
・
東
京
・
一
九
六
八
年
）
で
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
と
お
り
、
大
川

の
精
神
疾
患
は
進
行
麻
溥
で
、
マ
ラ
リ
ア
療
法
に
よ
っ
て
か
れ
の
精
神
疾
患
は
全
治
し
た
。
か
れ
の
病
気
は
ご
く
ご
く
初
期
で
あ
っ
て
マ
ラ
リ

ア
療
法
後
に
痴
呆
を
の
こ
さ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
入
院
中
に
大
川
が
コ
ー
ラ
ン
の
和
訳
を
完
了
し
た
こ
と
が
し
め
て
い
る
。
か
れ
は
西
五
病
棟

と
い
う
コ
ン
ク
リ
ー
ト
づ
く
り
の
準
狂
躁
病
棟
に
入
院
し
て
い
た
が
、
そ
こ
で
二
一
畳
の
一
室
を
あ
て
ら
れ
て
、
医
者
・
看
護
者
か
ら
も
尊
敬

さ
れ
て
特
別
待
遇
を
う
け
て
い
た
。
か
れ
の
回
想
記
『
安
楽
の
門
』
（
出
雲
書
房
・
東
京
、
一
九
五
一
年
）
中
の
「
人
間
は
精
神
病
院
で
も
安
楽

に
暮
ら
せ
る
」
の
章
が
松
沢
病
院
入
院
中
の
こ
と
に
あ
て
ら
れ
、
コ
ー
ラ
ン
和
訳
の
こ
と
、
当
時
食
糧
の
と
ぼ
し
い
と
き
で
あ
っ
た
が
友
人
の

好
意
で
食
糧
に
も
め
ぐ
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。

そ
の
九
作
家
田
中
英
光
（
一
九
三
一
’
四
九
）
は
、
太
宰
治
門
下
で
、
最
後
は
太
宰
の
墓
前
で
自
殺
し
た
。
か
れ
は
一
九
四
九
年
に
ア
ド
ル

ム
中
毒
で
神
奈
川
県
立
芹
香
院
に
入
院
し
、
同
年
ア
ド
ル
ム
酩
酊
中
の
愛
人
刺
傷
事
件
の
た
め
に
松
沢
病
院
に
鑑
定
入
院
し
た
。
こ
の
体
験
か

ら
田
中
は
「
月
光
輝
狂
院
」
（
新
潮
、
一
九
四
九
年
一
○
月
号
）
、
「
蛇
と
狂
人
」
（
小
説
新
潮
同
年
一
○
月
号
）
を
か
い
た
。
「
月
光
癒
狂
院
」

は
芹
香
院
で
も
松
沢
病
院
で
も
な
い
病
院
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
蛇
と
狂
人
」
は
Ｋ
病
院
と
Ｍ
病
院
と
に
わ
け
て
か
か
れ
て
い
る
。
両
編
と
も

に
、
病
院
内
の
様
子
や
そ
こ
の
患
者
、
こ
と
に
躁
病
や
進
行
麻
輝
な
ど
の
患
者
の
姿
が
い
き
い
き
と
え
が
き
だ
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
○
一
九
七
九
年
に
「
宣
告
』
の
大
作
を
も
の
に
し
た
作
家
加
賀
乙
彦
は
、
本
名
小
木
貞
孝
（
一
九
二
九
ｌ
）
、
も
と
精
神
科
医
で
あ

っ
た
。
加
賀
の
作
品
に
は
東
京
大
学
の
小
川
鼎
三
教
授
や
吉
益
脩
夫
助
教
授
な
ど
の
姿
も
え
が
か
れ
て
い
る
。
当
時
東
京
大
学
医
学
部
付
属
病

院
精
神
神
経
科
で
は
新
入
局
の
も
の
が
交
代
で
半
年
間
松
沢
病
院
に
留
学
す
る
慣
習
が
あ
り
、
小
木
は
一
九
五
四
年
に
松
沢
病
院
の
研
究
生
と

な
っ
た
。
加
賀
の
『
頭
医
者
事
始
』
（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
六
年
）
に
梅
沢
病
院
と
し
て
お
も
し
る
お
か
し
く
か
か
れ
て
い
る
の
が
、
松
沢
病

る
こ
と
で
あ
る
。
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院
の
こ
と
で
あ
る
。
と
き
あ
た
か
も
松
沢
病
院
の
創
立
七
五
周
年
で
、
医
者
た
ち
に
よ
っ
て
「
白
浪
五
人
男
稲
瀬
川
勢
揃
の
場
」
が
上
演
さ
れ

た
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
あ
げ
て
く
る
と
、
作
品
に
よ
っ
て
こ
の
一
○
○
年
史
の
概
略
が
た
ど
れ
る
こ
と
、
ま
た
そ
こ
に
一
○
○
年
間
の
時
代
の

反
映
を
如
実
に
よ
み
と
れ
る
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
に
興
味
ふ
か
い
。

さ
ら
に
つ
け
く
わ
え
る
と
、
作
家
藤
森
成
吉
（
一
八
九
二
Ｉ
）
は
一
九
二
五
年
に
労
働
体
験
の
た
め
に
一
か
月
半
松
沢
病
院
作
業
科
畜
産
班

の
ブ
タ
小
屋
で
は
た
ら
い
た
。
こ
の
こ
と
は
『
狼
へ
！
（
わ
が
労
働
）
』
（
春
秋
社
・
東
京
、
一
九
三
ハ
年
）
の
「
豚
飼
ひ
」
の
章
に
か
か
れ
て
い

る
。
だ
が
こ
こ
で
は
、
「
東
京
郊
外
と
ば
か
り
、
労
働
場
所
さ
へ
書
け
な
い
（
中
略
）
ふ
と
あ
る
人
の
話
か
ら
、
そ
の
場
所
の
珍
奇
に
惹
か
さ

れ
て
働
く
気
に
な
っ
た
の
だ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ゞ
ブ
タ
飼
育
の
労
働
体
験
だ
け
の
形
で
か
か
れ
て
い
て
、
松
沢
病
院
を
お
も
わ
せ
る
描
写
は

「
殊
に
自
然
と
し
て
は
、
此
の
辺
の
郊
外
の
そ
れ
は
実
に
い
上
（
中
略
）
大
武
蔵
野
の
心
臓
の
鼓
動
を
聞
か
さ
れ
た
や
う
な
気
が
し
た
」
と
あ

る
ぐ
ら
い
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
坂
口
安
吾
夫
人
坂
口
三
千
代
は
、
夫
を
東
京
大
学
医
学
部
付
属
病
院
神
経
科
に
再
入
院
さ
せ
よ
う
と
し
て
こ

と
わ
ら
れ
て
、
松
沢
病
院
を
た
ず
ね
た
と
き
の
こ
と
を
、
『
ク
ラ
ク
ラ
日
記
』
（
文
芸
春
秋
、
一
九
六
七
年
）
に
「
松
沢
病
院
は
真
夏
の
陽
を
あ

び
て
、
ひ
ど
く
明
る
い
建
物
に
承
え
た
が
、
玄
関
の
と
つ
つ
き
か
ら
、
ず
っ
と
一
直
線
に
奥
深
く
長
い
長
い
廊
下
が
果
て
も
な
く
続
い
て
い
た

（
中
略
）
ガ
ラ
ン
と
し
て
ひ
と
け
が
な
く
、
明
る
い
光
を
受
け
て
変
に
静
寂
で
あ
っ
た
」
な
ど
か
い
て
い
る
。
三
千
代
夫
人
が
松
沢
病
院
へ
は

入
院
さ
せ
ま
い
と
い
う
気
を
再
確
認
し
て
か
え
っ
た
の
は
、
一
九
四
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
比
較
的
こ
ま
か
い
描
写
を
と
り
あ
げ
て
い
け
ば
、
ま
だ
ま
だ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
夏
目
漱
石
の
『
吾
が
輩
は
猫
で
あ

る
』
の
な
か
で
巣
鴨
病
院
の
こ
と
が
ど
ん
な
ふ
う
に
話
題
に
さ
れ
て
い
る
か
、
ひ
ろ
っ
て
象
る
の
も
お
も
し
ろ
い
。

岡
崎
（
児
玉
）
昌
は
、
一
九
一
八
’
一
九
、
二
三
’
三
二
年
と
巣
鴨
病
院
ｌ
松
沢
病
院
に
つ
と
め
た
。
岡
崎
に
は
随
筆
集
『
撫
狂
院
よ
り
』

（
洛
陽
堂
・
東
京
、
一
九
一
九
年
）
が
あ
る
。
こ
の
な
か
に
は
、
患
者
の
死
に
医
者
が
次
第
に
無
感
動
に
な
っ
て
い
く
こ
と
や
、
当
直
の
様
子
な
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最
後
に
、
「
地
上
』
の
作
家
島
田
清
次
郎
が
巣
鴨
病
院
に
入
院
し
た
か
に
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
る
が
、
島
田
が
入
院
し
た
の
は
（
巣
鴨
）
保

養
院
で
あ
っ
た
こ
と
も
つ
け
く
わ
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

な
お
、
本
論
文
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
入
院
患
者
の
病
床
日
誌
な
ど
は
一
切
参
照
し
な
か
っ
た
。
最
近
病
跡
学
的
研
究
に
あ
た
っ
て
病
床
日
誌

な
ど
が
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
が
、
医
者
の
守
秘
義
務
を
か
ん
が
え
る
と
、
他
の
医
者
が
記
録
し
た
も
の
で
あ
れ
病
床
日
誌
を
参
照
に
す
る
こ

と
は
す
べ
き
で
な
い
、
つ
れ
づ
ね
こ
う
か
ん
が
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
で
は
そ
れ
ら
に
は
ふ
れ
ず
に
お
こ
う
。

ど
が
か
か
れ
て
い
る
。

癒
狂
院
よ
り

こ
の
よ
う
に
巣
鴨
病
院
ｌ
松
沢
病
院
に
勤
務
し
た
人
が
こ
の
病
院
の
こ
と
を
随
筆
風
に
か
い
た
も
の
は
、
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
あ
る
が
、
こ

位
あ
る
、
富
め
る
、
才
』

世
の
花
と
、
も
て
ば
や
↑

た
玄
し
ひ

魂
は
、
と
く
朽
ち
果
て
‐

む
く
ろ

骸
の
桑
、
生
け
る
人
々
。

或
は
立
ち
、
将
た
う
づ

あ
る

あ
る

或
は
泣
き
、
或
は
罵
り

夕
闇
の
、
小
暗
き
隅
に

物
凄
き
、
笑
浮
く
り
。

あ
る或

は
立
ち
、
将
た
う
づ
く
ま
り

も
て
は
や
さ
れ
し

こ
こ
で
は
、
み
じ
か
い
詩
を
一
つ
あ
げ
て
お
こ
う
、
Ｉ

坐
｛
一
ｐ
》
へ才

あ
る

坐
、
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（
１
）
既
刊
の
も
の
で
松
沢
病
院
の
歴
史
を
ま
と
め
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
精
神
医
療
史
研
究
会
（
吉
岡
真
二
・
岡
田
靖
雄
・
長
谷
川
源
助
）
『
松
沢
病

院
九
○
年
略
史
稿
』
（
松
沢
病
院
内
精
神
医
療
史
研
究
会
、
一
九
七
二
年
）
が
あ
る
。

（
２
）
芦
原
金
次
郎
の
問
題
は
、
岡
田
靖
雄
ほ
か
編
集
『
精
神
科
症
例
集
』
（
上
巻
）
（
岩
崎
学
術
出
版
社
・
東
京
、
一
九
七
五
年
）
に
わ
た
し
が
か
い
た

「
芦
原
金
次
郎
考
」
お
よ
び
『
６
号
線
』
Ｏ
わ
き
市
平
、
尼
子
含
第
６
号
二
九
七
七
年
）
所
載
の
毒
じ
く
「
芦
原
金
次
郎
ｌ
も
っ
と
も

有
名
だ
っ
た
将
軍
の
一
人
ｌ
」
（
そ
の
人
た
ち
の
横
顔
・
三
）
に
ま
と
め
て
あ
る
．

（
３
）
相
馬
事
件
に
つ
い
て
は
、
精
神
医
療
史
研
究
会
『
精
神
衛
生
法
を
め
ぐ
る
諸
問
題
』
（
松
沢
病
院
医
局
病
院
問
題
研
究
会
、
一
九
六
四
年
）
お
よ
び

『
松
沢
病
院
九
○
年
略
史
稿
』
に
要
領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
相
馬
誠
胤
に
つ
い
て
、
岩
佐
純
、
中
井
常
次
郎
・
長
谷
川
泰
、
戸
塚
文

海
、
三
宅
秀
。
原
田
幽
塁
、
榊
俶
．
、
ヘ
ル
ツ
・
佐
々
木
政
吉
、
中
井
常
次
郎
・
榊
俶
が
そ
れ
ぞ
れ
か
い
た
診
断
書
は
、
『
精
神
科
症
例
集
』
（
上
巻
）

中
の
「
相
馬
事
件
に
お
け
る
診
断
書
」
に
わ
た
し
が
紹
介
し
た
。

（
４
）
精
神
科
医
と
し
て
の
齋
藤
茂
吉
は
、
最
近
加
藤
淑
子
「
斎
藤
茂
吉
と
医
学
』
（
象
す
ず
書
房
、
一
九
七
八
年
）
が
で
た
と
は
い
え
、
．
ま
だ
ま
だ
充
分

・
涯
陣
明
さ
れ
て
い
な
い
．
わ
た
し
の
「
戦
前
の
私
立
精
神
病
院
長
の
日
記
か
ら
ｌ
‐
精
神
科
医
斎
藤
茂
吉
の
苦
悩
」
（
医
学
史
研
究
、
第
三
○
号
、

充
交
年
蔦
よ
び
「
齋
藤
茂
吉
の
肖
像
ｉ
あ
る
精
神
病
院
長
の
苦
悩
ｌ
」
（
そ
の
人
た
ち
の
横
顔
三
（
６
号
縄
第
五
号
、
五
七
七

年
）
は
、
こ
の
面
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
論
文
の
要
旨
は
、
一
九
七
九
年
四
月
五
日
、
第
八
○
回
日
本
医
史
学
会
総
会
（
大
鳥
蘭
三
郎
会
長
）
Ｆ
険
釦
い
て
発
表
し
た
。
ま
た
『
癩
狂
院
よ
り
』
は

吉
岡
真
二
氏
の
好
意
に
よ
り
糸
る
こ
と
が
で
き
た
。
記
し
て
同
氏
へ
の
謝
意
を
表
し
た
い
。

（
峡
田
診
療
所
・
東
京
）

注
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OneHundredYearsofMatsuzawaHospital,

asDescribedinLiteraryworks

⑱
②
首

b)

YasuoOKADA

TheTokyoPrefbcturalAsylumwasibundedon25thJuly,1879.Itwasremovedthrice,anditspresentnameisthe
MertopolitanMatsuzawa(mental)Hospital・IntheperiodofSugamoHospital,thepsychiatricdepartmentoftheTokvo

j

ImperialUniversitySchoolofMedicinewasplacedinthehospital,andsomanyprofbssorsofpsychiatryhadstartedtheir

livesaspsychiatristsinthehospital.Sugamo-MatsuzawaHospitalhadoncebeentheMeccaoi､psychiatryinjapan.
lnthehospilalworkedaspsychiatristsseveralfamouswriters,includingSaitoMokichi,oneofthemostfamousnationale

poets.OtherwritersandBaronSomaweretreatedinthehospital・TheS6malncidentwasverypopularinl880/s,and
l890′s,andinHuencedmuchontheenactmentoftheLawofProtectionandConfinementoftheMentallyl11．(1900).

Theauthoribllowsthehistoryofthehospitalinseveralliterarvworks.
蔀

（
①
卜
）



は
じ
め
に

固
旦
乏
画
己
嵜
ロ
ョ
の
亀
が
、
一
七
九
六
年
五
月
十
四
日
に
、
百
日
届
罵
貫
）
唖
と
い
う
八
歳
ぐ
ら
い
の
少
年
に
、
最
初
の
牛
痘
接
種
実
験
を
試

（
１
）

桑
、
成
功
し
た
こ
と
は
、
多
く
の
英
米
の
芹
目
回
国
伝
記
の
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
史
実
に
関
す
る
考
察
は
、
他
の
論
文
に
ゆ
ず
る
。

（
り
と
。
ｑ
Ｊ
）

私
が
、
た
ま
た
ま
日
本
で
入
手
し
た
英
米
発
行
二
冊
の
瀞
ロ
ロ
の
周
伝
記
（
表
一
の
一
・
二
）
に
よ
る
と
、
。
］
ｇ
旨
の
『
は
、
上
述
の
実
験
を
行
な
う

以
前
に
長
男
團
乏
四
日
に
、
豚
痘
材
料
を
接
種
し
、
し
か
も
、
そ
の
後
痘
瘡
に
よ
る
攻
撃
実
験
ま
で
し
て
い
る
記
述
に
接
し
た
。
ま
た
、
わ

（
４
）

が
国
発
行
の
嵜
冒
目
①
門
伝
に
も
、
表
一
の
四
の
茶
木
滋
著
の
も
の
は
、
わ
が
子
に
豚
の
ほ
う
そ
う
の
う
み
を
う
え
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
前

の
二
つ
の
伝
記
に
は
、
引
用
文
献
と
し
て
、
い
ず
れ
も
旨
冒
智
儲
ｏ
自
著
の
↑
《
目
胃
匡
庁
亀
圏
乏
画
且
］
ｇ
目
①
胃
》
旨
・
己
．
》
）
（
初
版
一
八
一
．
一
七
年
）

（
５
）

（
表
一
の
三
）
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
英
国
厚
冒
昌
大
学
医
学
部
図
書
館
で
同
書
（
一
八
三
八
年
版
）
に
接
し
、
次
の
よ
う
な
記

述
を
見
出
し
た
。
《
《
旨
ｚ
ｏ
ぐ
①
貝
号
禽
弓
忠
ゞ
胃
旨
。
２
頁
＆
富
①
こ
の
吻
冨
○
ロ
国
号
く
凹
己
，
学
島
○
乏
画
唖
昌
９
号
ｏ
員
○
口
の
斎
胃
画
且
騨
冨
｝
一
．
。
匡
》

夛
砕
彦
罠
凰
蔚
も
胃
ミ
ｐ
罵
言
．
）
〕
（
ぐ
○
］
．
］
）
で
届
ｅ
，

表
一
に
対
比
し
た
よ
う
に
、
豚
痘
材
料
を
接
種
し
た
年
齢
が
異
な
っ
て
い
る
の
も
気
に
な
る
が
、
さ
ら
に
、
単
に
陶
昌
薑
息
昌
言
ミ
ミ
と
、

］
自
国
閂
の
わ
が
子
豚
痘
接
種
実
験

物
語
り
の
史
実
に
つ
い
て

悪
需
蕊
篭
一
該
壼
澪
昭
和
五
十
四
年
八
且
ハ
日
受
付

加

藤
四

郎

／ワ匂､

〔ｲィノ189



表1各Jenner伝記による長男Edwal､dに対する豚痘実験に関する比較

｜著者 書名,出版社,発行年｜繍開爆爵｜接種年月日
1.GreerWilliams2) VirusHunters･Alfi､edA.

Knopi;NewYork,1959

EdwardJenner，Blackie,

LondonandGlasgow,

1962

TheLilbofEdwardJen-

ner,M.D.,HenryColburn,

London,1838

いじんものがたり，美しい

話2年生，ちちしぼりとお

いしゃさん,金の星社,1977

Anoldmanuscriptl､ecord

ofGloucestershireMedical

SociCty,1790

aboutten

monthsold

tenmonths

|,…”
2．1．E・Levine3） November、1789

3.JoneBaron5) oneyearandlNo,･ember,1789

ahalfold

4． 茶 木 滋 4 ） 1年6カ月 ？

1.H.HickS abouttenmon-|thel7thof

thslDecember,1789

’

も
と
の
本
に
記
さ
れ
て
い
る
の
に
、
乏
晨
画
日
切
の
伝
記
も
、
ま
た
Ｆ
の
く
言
の

の
伝
記
も
、
豚
に
生
じ
た
豚
痘
と
明
記
し
、
特
に
後
者
で
は
、
豚
痘
を
採

取
し
た
豚
の
飼
育
者
の
名
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
。
後
二
者
の
伝
記
は
、
お

そ
ら
く
国
目
。
国
伝
記
か
ら
話
を
大
き
く
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

雷
得
●
○
口
伝
記
に
は
、
こ
の
物
語
り
の
根
拠
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
一

方
、
こ
の
よ
う
な
伝
記
も
の
と
は
別
に
、
た
ま
た
ま
呼
冨
号
冨
＆
言
巴

（
６
）

盲
巨
昌
巴
の
］
①
画
昌
①
門
○
①
貝
①
旨
脚
ご
『
ｚ
日
弓
閏
扇
器
の
一
二
九
六
頁
よ
り

両
①
８
艮
切
９
回
。
○
丘
日
＆
言
巴
８
巳
①
ご
叩
、
○
日
①
Ｅ
も
巨
匡
』
吾
ａ
日
蝕
昌
匡
‐

唾
ｇ
冒
蹟
９
国
２
こ
ぃ
己
嵜
回
国
ｑ
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
そ
の
中
に
聾
く
旨
の
‐

ｇ
×
と
い
う
小
題
の
論
文
の
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
。
そ
れ
は
、
年
不
詳

七
月
二
八
日
の
Ｅ
Ｃ
巨
。
２
９
。
州
医
師
会
の
例
会
の
記
録
の
要
約
で
あ
る

が
、
同
医
師
会
の
関
。
序
医
師
に
よ
っ
て
、
一
七
八
九
年
の
末
頃
か
ら
、

豚
痘
と
称
す
る
病
気
が
、
人
々
の
間
に
流
行
し
た
こ
と
や
、
帯
。
。
、
一
．
力

や
、

長
男
罰
ｇ
乏
凹
胃
一
に
、
そ
の
患
者
材
料
を
接
種
し
た
こ
と
な
ど
が
紹
介
さ

れ
て
あ
る
（
一
二
九
七
頁
）
。
こ
の
記
録
の
原
文
こ
そ
、
嵜
目
〕
ｇ
の
長
男

毘
乏
脚
ａ
に
対
す
る
豚
痘
接
種
実
験
の
、
最
初
の
、
し
か
も
医
師
会
員
に

よ
っ
て
、
公
式
に
記
さ
れ
た
最
も
確
か
な
記
録
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
記

録
の
原
文
の
追
求
を
試
ゑ
た
。
そ
の
結
果
、
葛
・
詞
．
Ｆ
鳥
目
匡
著
シ
臣
。
‐

（
７
）

豆
ｇ
ｏ
喝
ｇ
ご
巳
．
睡
昌
含
創
ａ
詩
邑
ご
ｇ
弓
ら
１
房
鵠
》
ら
臼
の
一
七
頁
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に
、
こ
の
記
録
が
現
在
Ｆ
ｏ
ａ
ｏ
旨
の
吾
①
”
・
舌
岸
Ｃ
Ｏ
臣
の
ｍ
㈹
・
崗
弔
ご
巴
。
国
目
の
に
存
在
す
る
こ
と
と
、
そ
こ
に
至
る
経
過
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
見
出
し
た
。
私
は
同
大
学
図
書
館
に
依
頼
し
、
そ
の
医
師
会
の
記
録
の
コ
ピ
ー
を
入
手
す
る
と
と
も
に
、
一
九
七
八
年
十
一
月
、
同
図

書
館
を
訪
れ
て
、
同
記
録
に
接
し
、
同
時
に
関
係
資
料
も
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
記
録
を
石
井
道
子
さ
ん
の
協
力
の
も
と
に
完
訳
す

る
と
と
も
に
、
内
容
を
検
討
し
た
結
果
、
』
ｇ
冒
閂
が
長
男
圏
乏
創
ａ
に
接
種
し
た
材
料
は
、
ヒ
ト
の
小
痘
瘡
材
料
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る

と
の
結
論
に
達
し
た
の
で
報
告
す
る
。

一
、
Ｆ
ｏ
且
○
口
の
弓
胃
罰
○
冨
一
９
房
鴨
９
勺
ご
ｍ
冒
四
易
の
図
書
館
蔵
の
関
烏
の
医
師
の
論
文
資
料
に
つ
い
て

（
６
）

前
述
の
国
胃
．
巨
且
．
］
・
の
屍
の
８
ａ
“
○
岸
．
鱒
目
○
匡
日
の
９
３
｝
ぃ
ｏ
ｎ
冒
せ
と
い
う
の
は
、
⑦
一
・
巨
。
・
い
§
州
の
医
師
会
の
記
録
で
あ
る
が
、
資
料

（
７
）

提
供
者
が
国
再
目
昌
、
冨
目
の
口
篇
．
と
沖
＆
函
ｇ
曼
○
閨
房
胃
と
な
っ
て
い
る
。
Ｆ
の
團
冒
宮
の
著
書
の
一
七
頁
に
、
こ
の
記
録
が
一
九
一
四
年

十
月
に
、
胃
．
○
胃
目
よ
り
盟
尾
乏
罠
四
目
○
ｍ
］
閏
に
売
却
さ
れ
、
さ
ら
に
際
，
○
い
］
＠
局
よ
り
一
九
二
八
年
十
月
四
日
伊
。
且
。
昌
の
弓
胃

両
。
冨
一
⑦
○
］
］
の
鴨
。
門
田
ご
肖
国
畠
に
遺
贈
さ
れ
・
た
と
な
っ
て
い
る
。
私
が
同
大
学
図
書
館
で
手
に
し
た
論
文
の
表
題
や
、
記
録
者
お
よ
び
そ
の

（
６
）

内
容
か
ら
、
こ
の
論
文
こ
そ
犀
言
巨
＆
』
．
の
い
う
記
録
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

同
論
文
に
は
、
こ
の
図
書
館
の
整
理
番
号
で
あ
る
閃
○
弔
冒
、
１
認
の
が
付
さ
れ
て
い
る
。
左
上
欄
に
醇
で
①
肩
耳
目
．
、
閏
。
爾
芦
．
③
且
旨
冒
冨

麗
》
弓
ｇ
と
付
菱
が
付
し
た
あ
る
が
、
こ
の
字
体
は
、
本
文
の
字
体
と
異
な
る
の
で
、
閏
。
雷
医
師
以
外
の
人
が
、
後
か
ら
付
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
論
文
は
、
一
七
頁
に
わ
た
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、
終
始
、
筆
跡
は
同
一
人
、
す
な
わ
ち
関
。
富
医
師
の
手
書
き
と
見
な

さ
れ
る
。
奇
妙
な
こ
と
に
、
こ
の
内
容
は
、
一
七
八
九
年
十
一
月
後
半
の
患
者
発
生
か
ら
始
ま
り
、
一
七
九
○
年
の
十
一
月
の
患
者
の
こ
と
ま

で
が
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
付
妻
の
日
付
よ
り
後
の
こ
と
ま
で
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
付
筌
の
日
付
は
、
一
七
九
一
年
の
誤

り
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
は
、
一
七
九
○
年
の
暮
か
ら
、
翌
年
の
七
月
二
八
日
ま
で
、
間
隔
が
開
き
す
ぎ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の

論
文
の
十
一
頁
目
が
、
上
四
行
し
か
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
十
二
頁
か
ら
改
め
て
一
七
九
○
年
八
月
十
日
の
で
き
事
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
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二
、
函
旨
冨
医
師
の
論
文
の
内
容
に
つ
い
て

こ
の
論
文
の
表
題
は
、
《
ｄ
言
国
ぐ
畠
。
国
吻
画
且
辱
胃
『
目
の
貝
ぃ
目
且
つ
眉
。
ロ
胃
勗
○
口
い
］
：
○
日
言
い
巨
艮
の
局
四
コ
の
昌
目
ぐ
の
庁
く
ｇ
●
・
乏
蔑
ｇ

囚
層
の
胃
且
冒
の
⑦
ぐ
曾
里
冨
昌
ａ
ｇ
ｏ
こ
ｏ
２
①
厨
匡
３
旨
号
①
冒
芹
①
筍
命
且
○
国
胃
望
旬
日
．
局
沼
》
》
と
な
っ
て
い
る
。
本
文
の
冒
頭
は
、
一
七
八

九
年
十
一
月
後
半
、
Ｑ
ｏ
巨
。
①
翼
①
周
病
院
に
、
国
“
耳
教
区
の
毘
乏
騨
旦
乏
僑
胃
な
る
患
者
が
、
リ
ウ
マ
チ
の
た
め
入
院
し
た
こ
と
、
閏
。
雷

が
診
察
し
た
時
、
痘
瘡
様
の
発
疹
を
示
し
て
い
る
の
に
驚
い
た
こ
と
、
に
始
ま
っ
て
い
る
。
問
診
に
よ
り
、
葛
侭
胃
は
、
彼
の
出
身
の
教
区

の
人
々
の
間
に
、
多
数
の
同
様
な
患
者
が
発
生
し
て
い
る
が
、
死
亡
者
も
な
け
れ
ば
、
特
に
医
療
を
必
要
と
す
る
者
も
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ

た
後
で
、
さ
ら
に
、
《
《
…
…
善
①
号
８
の
①
乏
閉
・
邑
且
耳
昏
の
８
日
目
。
ｐ
も
８
℃
］
の
二
局
の
言
口
？
で
。
浅
・
》
》
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
初
め
て
豚

痘
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
間
の
流
行
性
の
発
疹
性
熱
病
に
対
し
て
、
一
般
の
人
々
が
、
豚
痘
と
呼
ん
で
い
た
と
い
う
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
々
が
こ
の
病
気
を
豚
痘
と
呼
ん
だ
理
由
は
も
と
よ
り
、
終
始
豚
に
関
す
る
病
気
の
話
は
、
全
く
出
て
こ
な
い
。
こ
の
論

文
に
は
、
類
似
の
人
の
病
気
の
症
例
報
告
（
表
二
）
と
、
そ
の
病
巣
材
料
に
よ
る
人
体
接
種
実
験
例
（
表
三
）
な
ど
が
続
く
の
で
あ
る
が
、
結

局
目
鼻
碗
は
、
こ
の
論
文
を
通
じ
て
、
こ
の
病
気
を
豚
痘
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
豚
痘
（
以
下
〃
豚
痘
〃
と
す
る
）
に
関
す
る
臨
床

観
察
や
、
人
体
実
験
の
記
録
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
、
お
よ
そ
表
四
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
論
文
に
は
、
何
人
か
の
医
師
が
出
て
く
る
が
、
こ

の
病
気
の
診
断
名
に
関
し
て
、
痘
瘡
で
あ
る
と
す
る
も
の
も
い
た
が
、
そ
う
で
な
い
と
す
る
も
の
も
多
く
、
閏
。
宙
皀
ｇ
ｐ
ｑ
を
含
め
て
、
断
定

（
６
）

そ
れ
以
下
の
論
文
は
、
後
で
追
加
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
事
実
厚
冨
冒
＆
．
．
］
・
の
帯
邑
昌
旬
壗
９
日
９
脚
ご
ｚ
負
目
牙
『
に
よ
る
と
、
Ｑ
ｏ
ロ
‐

。
§
①
弓
州
の
医
師
会
の
例
会
は
、
六
月
、
七
月
、
九
月
の
そ
れ
ぞ
れ
、
第
一
、
最
後
、
第
二
水
曜
日
と
な
っ
て
お
り
、
一
七
九
○
年
七
月
二
八

日
が
水
曜
日
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
別
の
資
料
か
ら
、
こ
の
日
に
例
会
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
の
で
、
少
く
と
も
、
前
半
が

一
七
九
○
年
七
月
二
八
日
（
水
）
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
見
な
す
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
論
文
は
、
次
に
述
べ

る
表
題
に
関
し
て
、
前
半
、
後
半
を
問
わ
ず
、
終
始
一
貫
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
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表2Hicks論文に記載された,Gloucester州において出現した豚痘と呼ばれ

る発疹性疾患の症例報告（1789年11月～1790年11月）
－

症例番号｜前病歴｜前駆駅 発疹期の症状|潜伏期間

軽度悪寒，背痛，頭
痛，悪心

軽度悪寒，頭痛，背痛

軽度悪寒，頭痛，背
痛，悪心

軽度悪寒，頭痛，背
痛，四肢痛，悪心

軽度悪寒，頭痛，背
痛，四肢痛，悪心

1.E.W.男,37歳｜豚痘(－） 痘瘡様(3日)＊

痘瘡様(3日）2週間

痘瘡様(3日）2週間

痘瘡様(2日）約3週間

痘瘡様(2日）約3週間

痘瘡様約3週間

歳
歳
歳

５
８
３

２
１
５

１
１
３

男
男
男
男
男

■
ｅ
●
巳
●

Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｐ
Ｌ

Ｏ
巳
●
巳
■

１
Ｊ
Ｇ
▼
』
Ｃ
Ｇ

Ｃ
●
④
。
●

２
３
４
５
６

ｊ
７

Ｊ
Ｊ
ｊ
Ｊ

く
く
く
く

瘡
痘
瘡
痘

痘
水
痘
水

’
悪寒，頭痛，背痛，四
肢痛，悪心，熱

悪寒，背痛，激しい頭
痛

悪寒，頭痛背痛，四
肢痛

悪寒頭痛，背痛，四
肢痛，悪心

歳
歳
０
０
３
６

女
女

女
．
．

少
Ｍ
Ｒ

７
．
８
９

う
う
Ｊ

日
日
日

６
３
３

く
く
く

様
様
様

瘡
瘡
瘡

痘
痘
痘

，
病
，
病
，
病

⑤
癖
う
回
噸
う
回
鶴
Ｊ

瘡
疹
一
瘡
疹
一
瘡
疹
一
ゞ

痘
発
く
痘
発
く
痘
発
く

歳６１

男
女

Ｃ
Ｃ
女

Ｔ
Ｍ
Ｃ

Ｏ
１

２

１

１

１

発疹(3日）

軽度頭痛，背痛 発疹（3日）

頭痛，背痛，四肢痛
熱

痘瘡様(2日）

症例2～6は，症例1からの院内感染によると思われるもので，いずれもGloucester

病院の入院患者である。

＊前駆症状の発現後発疹の出現までの日数。

し
か
ね
て
い
る
。
し
か
し
、
軽
症

の
痘
瘡
様
疾
患
で
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
意
見
は
一
致
し
て
い
る

よ
う
に
桑
え
る
。
表
四
の
第
四
項

（
表
二
の
七
の
少
女
の
患
者
材
料
を
、

表
三
の
三
・
四
・
五
の
三
人
に
接
種

し
て
い
る
）
の
人
体
実
験
を
行
な

っ
た
の
が
瀞
ご
国
閂
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
一
七
八
九
年
十
二
月
十

七
日
に
、
〃
豚
痘
″
の
流
行
地
に

行
っ
た
一
人
の
少
女
が
、
霞
。
訂

医
師
の
受
診
に
来
た
。
彼
女
の
症

状
は
、
痘
瘡
に
よ
く
似
て
い
た
。

二
人
の
医
師
に
も
見
せ
た
が
、

〃
豚
痘
″
で
あ
る
か
、
ど
う
か
も

決
め
か
ね
た
。
そ
の
う
ち
の
一
人

が
詩
ご
ロ
日
で
あ
る
。
彼
は
長
男

国
ユ
ミ
騨
己
（
十
ヵ
月
）
と
二
人
の
少

女
を
選
び
、
上
述
の
患
者
材
料
を
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表3Hicks論文における人体接種実験例

痘瘡材料
による攻
撃実験 ｜

’
’篝種赫料|繕果｜

鑿冒｜
豚痘(#3)＊

豚痘(#3）

実験した
医師名

結果被接種者症例番号｜前病歴

Ｊ
Ｊ

十
＋

く
く

瘡
瘡

痘
痘

1．小児，

2．小児，

歳
歳

０
０
１
１

Trye

豚瘻鮴か|議鴬轍…〔-］
E.Jenne'

豚痩(#7)|謬蒔，＋発疹(-）

豚痘(#7)溌禽十発疹(-〕

痘
水
発
熱
痘
水
痘
水

つ
づ
性
づ
づ
つ
づ
つ

嶽
嵐
疹
周
嶽
嵐
嶽
嶽

3.E.J.男,10カ月*＊

4．若い女性

5．若い女性
,

6.E.W.男，

7.J.M.男，

8．少年

歳
歳

７
５
３
２

Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ

十
十
十
｜

く
く
く
く

痘
痘
痘
瘡

豚
豚
豚
痘

Ｊ
Ｊ

十
＋

く
く

痘
痘

豚
豚

９
０１

CaI･ter

＊この欄の（）内の番号は，表2の患者症例番号を示す。

**EdwardJennerの長男Edwardである。

表4“豚痘”の特徴

グロスター州の各地で人に流行性に起こった発疹性熱性疾患である。

一般に痘瘡にかつてかかった人は“豚痘”にかかっていない。

痘瘡にかかったことのある2人に，“豚痘”材料の接種実験をしても発痘し

なかった。

痘瘡および“豚痘”にかかったことのない3人に“豚痘"材料を接種すると，

いずれも発痘した。さらに彼らに痘瘡材料を接種したが発痘しなかった。

"豚痘”にかかったことのある5人に痘瘡材料を接種しても発痘しなかった．

潜伏期は2週か3週以内。

前駆症状は，一般に悪寒，頭痛，背痛，手足痛，悪心。

前駆症状発現の日より，多くは3日後に発疹が出た。

発疹の性状や進行は，一般に軽症の痘瘡様であった。

一般に軽症なので，特に医療手当を必要としなかった。

死亡例はなかった。

１
２
３

4

５
６
７
８
９
ｍ
ｕ
’
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三
、
国
言
厨
論
文
の
〃
豚
痘
″
が
小
痘
瘡
で
あ
る
と
す
る
理
由

私
は
、
こ
の
論
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
〃
豚
痘
″
と
は
、
現
代
ウ
イ
ル
ス
学
で
い
う
小
痘
瘡
（
ど
凹
胃
目
と
も
い
う
。
軽
症
の
痘
瘡
で
、
死
亡
率

は
著
し
く
低
い
）
で
あ
る
と
考
え
る
。
以
下
、
そ
の
理
由
を
述
べ
る
。

第
一
の
理
由
は
、
ウ
イ
ル
ス
学
的
な
根
拠
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
現
代
ウ
イ
ル
ス
学
で
い
う
豚
痘
な
る
病
気
は
、
豚
痘
ウ
イ
ル
ス
（
曾
冒
ｇ
ｏ
添

ぐ
目
い
）
か
、
種
痘
に
用
い
ら
れ
る
ワ
ク
シ
ニ
ァ
ウ
イ
ル
ス
２
脚
。
。
旨
画
く
冒
吻
）
の
、
い
ず
れ
か
の
感
染
に
よ
っ
て
お
こ
る
豚
の
発
痘
性
の
疾
患
で

（
８
）

あ
る
。
い
ず
れ
も
呼
〆
ぐ
旨
烏
の
（
ポ
ッ
ク
ス
ゥ
イ
ル
ス
科
）
に
属
す
る
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
が
、
両
者
は
、
中
和
試
験
や
感
染
防
御
試
験
で
交
叉
が

（
９
）

認
め
ら
れ
ず
、
ゲ
ル
内
沈
降
反
応
で
一
部
交
叉
が
認
め
ら
れ
る
の
象
で
あ
る
。
“
乏
旨
８
。
濃
く
］
昌
吻
の
宿
主
域
は
狭
く
、
ウ
マ
、
仔
ウ
シ
、
サ

ル
、
ウ
サ
ギ
、
マ
ウ
ス
、
ト
リ
、
ヒ
ト
な
ど
に
接
種
し
て
も
病
巣
を
作
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
吻
乏
旨
ｇ
ｏ
ｘ
ａ
旨
、
が
感
染
し
た
と
し
て
も
、

ぐ
：
９
日
騨
旨
旨
の
と
抗
原
的
に
、
き
わ
め
て
類
似
性
の
高
い
痘
瘡
の
感
染
を
予
防
す
る
こ
と
は
考
え
難
い
し
、
そ
も
そ
も
、
人
の
間
に
伝
染
性

接
種
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
際
、
彼
ら
の
既
往
歴
は
重
要
で
あ
る
が
、
長
男
国
旦
乏
画
己
は
、
そ
れ
ま
で
痘
瘡
に
も
水
痘
に
も
、
ま
た
他
の
ど

ん
な
発
疹
性
の
熱
に
も
か
か
っ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
、
二
人
の
少
女
に
つ
い
て
も
、
痘
瘡
に
か
か
っ
た
こ
と
が
な
く
、
彼
ら
の
記
憶
す
る
か
ぎ

り
水
痘
に
も
か
か
っ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
三
人
と
も
感
染
し
て
、
発
病
す
る
が
、
治
癒
し
た
後
に
、
痘
瘡
材
料
を
接
種

し
て
、
そ
れ
が
つ
か
な
い
こ
と
を
確
め
て
い
る
。
特
に
、
長
男
臣
葛
画
ａ
に
は
、
反
覆
し
て
痘
瘡
材
料
を
接
種
し
て
い
る
。
閏
。
雷
論
文
の
こ

の
く
だ
り
は
、
嵜
冒
回
国
・
自
身
の
言
葉
の
引
用
が
あ
り
、
「
豚
痘
材
料
を
、
二
人
の
少
女
に
接
種
し
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
は
、

］
９
口
の
儲
も
痘
瘡
と
は
言
い
か
ね
て
い
る
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
彼
自
身
で
は
、
長
男
臣
君
画
ａ
へ
〃
豚
痘
″
を
接
種
し
た
こ
と
は
、
全
く

触
れ
て
い
な
い
。
関
。
富
論
文
に
は
、
詩
ロ
ロ
の
『
の
豚
痘
接
種
実
験
の
日
が
一
七
八
九
年
十
二
月
十
七
日
で
あ
り
、
そ
の
時
の
長
男
国
旦
乏
画
ａ

の
年
齢
が
十
ヵ
月
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
長
男
の
生
年
月
日
が
、
一
七
八
九
年
一
月
二
十
四
日
日
貨
。
唇
著
の
伝
記
な
ど
）
と
す
れ
ば
、
う
な

ず
け
る
も
の
で
あ
る
。
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に
拡
が
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
菌
ｇ
目
圏
ぐ
冒
吻
の
可
能
性
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ぐ
四
８
言
置
く
旨
い
の
由
来
は
、
現
代

（
、
）

ウ
イ
ル
ス
学
の
謎
と
さ
れ
て
い
る
。
一
九
四
八
年
ま
で
は
、
少
く
と
も
ぐ
画
Ｃ
Ｏ
Ｂ
目
と
８
乏
冒
鶴
は
、
同
義
語
と
さ
れ
て
き
た
が
、
現
代
ウ
イ

（
ｕ
ｌ
Ｍ
）

ル
ス
学
の
示
す
と
こ
ろ
で
は
、
両
者
に
は
、
ウ
イ
ル
ス
学
的
性
状
に
お
い
て
、
明
瞭
な
差
異
の
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も

ぐ
脚
。
。
目
凹
昌
昌
幽
の
本
来
の
宿
主
も
不
明
で
あ
り
、
実
験
室
内
で
偶
然
に
得
ら
れ
た
、
た
と
え
ば
８
言
ｇ
ｘ
ぐ
員
屋
と
ぐ
目
。
置
く
目
“
の

ご
胃
匡
の
よ
う
な
も
の
と
推
定
す
る
考
え
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
ウ
イ
ル
ス
が
、
一
七
八
九
年
頃
に
、
豚
の
間
に
流
行
し
た
と
も
考
え
難
い

が
、
仮
り
に
そ
う
と
し
て
も
、
畠
Ｃ
Ｏ
目
四
目
●
匡
吻
が
、
人
々
の
間
に
全
身
病
と
し
て
流
行
す
る
こ
と
は
有
り
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
“
芝
冒
ｇ
ｏ
ｘ

ぐ
胃
巨
唖
・
ぐ
胃
。
目
凹
ａ
旨
い
の
い
ず
れ
の
感
染
症
で
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
る
。

第
二
の
理
由
は
、
〃
豚
痘
〃
の
臨
床
症
状
、
臨
床
経
過
、
疫
学
お
よ
び
人
体
実
験
の
結
果
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
表
四
の
記

載
は
、
す
べ
て
小
痘
瘡
の
そ
れ
で
あ
り
、
〃
豚
痘
″
の
個
所
に
小
痘
瘡
と
書
き
換
え
る
と
、
全
く
矛
盾
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
。
痘
瘡
の
流
行
に

お
い
て
は
、
死
亡
率
の
高
い
場
合
が
多
い
が
、
時
と
し
て
、
死
亡
率
の
著
し
く
低
い
場
合
の
あ
る
こ
と
が
、
古
く
か
ら
気
付
か
れ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
小
痘
瘡
が
死
亡
率
の
低
い
こ
と
と
、
若
干
の
臨
床
的
な
差
異
か
ら
、
従
来
の
痘
瘡
（
大
痘
瘡
）
と
別
個
の
疾
患
と
し
て

（
路
）

記
載
さ
れ
た
の
は
、
一
九
○
四
年
三
・
国
．
号
嗣
ｇ
篇
に
よ
る
も
の
で
、
南
ア
フ
リ
カ
で
流
行
し
た
四
日
四
四
噸
と
呼
ば
れ
る
痘
瘡
様
疾
患
に
関

（
妬
）

す
る
報
告
で
あ
っ
た
。
次
で
回
国
冨
碗
が
、
一
九
一
○
年
に
ブ
ラ
ジ
ル
で
流
行
し
た
画
冨
昌
日
と
呼
ば
れ
る
軽
症
痘
瘡
が
、
号
侭
ｏ
鼻
①
の

記
載
し
た
疾
患
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
と
報
告
し
た
。
そ
の
後
、
類
似
の
軽
症
痘
瘡
の
報
告
は
続
く
の
で
あ
る
が
、
な
ぜ
か
人
為
は
こ
の
病
気

を
四
日
四
脚
“
と
呼
ば
ず
、
二
番
目
の
報
告
者
の
記
載
し
た
巴
農
昌
日
と
呼
び
、
こ
の
病
原
ウ
イ
ル
ス
も
巴
凹
“
昌
日
島
こ
い
と
呼
ば
れ
る
に
至
っ

て
い
る
。
烏
〆
○
号
以
前
に
も
、
軽
症
痘
瘡
の
報
告
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
私
の
知
る
限
り
、
一
七
八
九
年
の
閏
鼻
ぃ
医
師
の
記
載
し

た
〃
豚
痘
″
の
流
行
以
前
に
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
初
め
て
出
く
わ
し
た
死
亡
者
の
な
い
軽
症
の
痘
瘡
様
疾
患
に
、
閏
。
斎
医
師
達
が
と
ま
ど

っ
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
閏
烏
吻
医
師
の
こ
の
記
載
こ
そ
、
小
痘
瘡
の
最
初
の
報
告
と
い
え
る
。

第
三
の
理
由
は
、
間
接
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
〃
帝
国
回
国
自
身
も
、
後
年
、
あ
の
時
の
〃
豚
痘
“
が
軽
症
の
痘
瘡
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
た
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（
Ⅳ
）

こ
と
を
裏
付
け
る
資
料
を
見
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
汗
冒
ご
閏
の
有
名
な
一
七
八
九
年
の
《
季
シ
ロ
冒
骨
耳
…
》
》
の
論
文
に
は
、
長
い
考
察
が
付

せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
、
嵜
国
ご
閏
は
痘
瘡
に
つ
い
て
、
通
常
の
病
型
以
外
に
、
い
く
つ
か
の
病
型
が
あ
る
と
述
べ
、
次
い
で
「
約
七

年
前
に
ｅ
ｏ
屋
ｏ
２
ｇ
州
の
こ
の
辺
り
の
多
く
の
町
や
村
に
わ
た
っ
て
、
痘
瘡
の
あ
る
型
が
伝
播
し
た
。
そ
の
病
気
は
、
軽
症
で
あ
っ
た
の
で
、

死
亡
例
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
云
を
」
と
述
べ
、
そ
の
項
の
最
後
に
、
「
私
は
、
そ
れ
（
こ
の
時
の
病
気
）
を
、
痘
瘡
の
一
変
型
（
ゆ
く
四
号
ｇ

と
考
え
て
い
る
。
」
と
結
ん
で
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
文
に
対
す
る
脚
註
を
付
し
て
、
目
鳥
旦
の
私
の
友
人
圏
。
富
医
師
は
、
こ
の
病
気

の
流
行
の
期
間
ｇ
ｏ
虞
。
の
切
目
に
住
ん
で
お
り
、
そ
こ
の
病
院
の
医
師
で
あ
っ
た
が
（
こ
の
地
域
に
お
け
る
、
最
初
の
病
気
の
発
生
後
、
間
も
な
く
そ

の
病
院
で
、
こ
の
病
気
が
見
ら
れ
た
）
、
こ
の
病
気
に
つ
い
て
、
多
数
の
観
察
を
す
る
機
会
を
も
っ
た
。
国
。
富
医
師
は
、
そ
れ
に
関
し
て
、
公
表

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
《
《
シ
ロ
旨
名
耳
…
》
》
の
初
版
に
は
、
最
初
に
、
思
昏
の
友
人
の
医
師
。
国
．
毎
罠
曼
へ
の
献

辞
が
あ
る
が
（
第
二
版
と
第
三
版
の
献
辞
は
、
国
王
宛
に
な
っ
て
い
る
）
、
そ
の
後
に
、
一
七
九
八
年
六
月
二
十
一
日
ｅ
ｏ
ロ
。
①
吻
目
州
罵
筐
皇
と
記

さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
の
完
成
も
こ
の
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
出
版
に
要
す
る
日
数
は
、
測
り
か
ね
る
が
、
こ
の
原
稿
が
、
一

七
九
八
年
の
始
め
か
、
そ
れ
以
前
に
書
か
れ
て
い
る
と
想
像
さ
れ
る
。
閏
。
厨
論
文
の
〃
豚
痘
″
の
記
録
が
、
一
七
八
九
年
の
末
か
ら
一
七
九

○
年
十
一
月
に
至
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
］
ｇ
昌
角
論
文
の
い
う
約
七
年
前
の
ｇ
ｏ
員
。
①
睦
月
州
の
痘
瘡
の
変
型
の
流
行
と
は
、
ま
さ
に
閏
。
厨

論
文
の
流
行
病
を
示
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
．
し
か
も
、
脚
註
で
述
べ
た
内
容
も
、
全
く
関
。
廓
論
文
を
裏
付
け
る
応
の
で
あ
る
・
詩
目
角

が
行
な
っ
た
長
男
国
Ｑ
葛
凹
ａ
を
含
む
三
人
に
対
す
る
人
体
接
種
実
験
と
、
そ
・
の
後
の
痘
瘡
攻
撃
実
験
こ
そ
、
こ
の
病
気
が
、
軽
症
痘
瘡
で
あ

る
と
す
る
、
最
も
有
力
な
実
験
的
根
拠
を
示
す
と
思
わ
れ
る
の
に
奇
妙
な
こ
と
に
、
』
ｇ
旨
凰
は
、
そ
の
時
の
実
験
に
つ
い
て
は
、
《
鰐
口
旨
‐

名
ご
…
》
）
で
も
全
く
触
れ
て
い
な
い
。
嵜
邑
ご
ｇ
は
、
ど
う
も
長
男
団
・
葛
凹
ａ
へ
の
接
種
実
験
に
つ
い
て
は
、
触
れ
た
が
ら
な
い
よ
う
に
さ
え

思
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
嵜
冒
〕
９
が
一
七
八
九
年
に
長
男
目
乏
四
ａ
に
接
種
し
た
時
点
で
は
、
そ
の
材
料
が
何
で
あ

る
か
は
、
決
め
か
ね
て
い
た
と
し
て
も
、
《
夢
目
冒
名
ご
…
〕
）
執
筆
の
時
点
で
は
、
］
ｇ
胃
局
自
身
そ
の
時
の
接
種
材
料
が
、
軽
症
痘
瘡
の
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
は
、
詩
ロ
ロ
閏
の
書
い
た
手
紙
の
文
か
ら
詩
ご
ロ
貝
自
身
の
言
葉
に
よ
っ
て
も
、
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（
５
）

裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
始
め
に
述
べ
た
き
冒
層
８
口
著
の
嵜
国
。
①
胃
伝
記
に
よ
る
と
、
嵜
一
旨
９
の
《
諄
口
冒
骨
ご
・
：
》
》
論
文
の

発
表
後
、
牛
痘
種
痘
法
が
、
必
ず
し
も
一
般
に
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
い
や
、
む
し
ろ
一
部
に
、
そ
の
有
効

性
を
疑
う
も
の
が
あ
り
、
批
判
の
声
は
尾
を
引
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
批
判
の
一
つ
と
し
て
、
ご
ｇ
口
角
は
牛
痘
接
種
法
の
発
見
後
も
、
自

分
の
息
子
（
次
男
の
閃
。
ヶ
の
風
の
こ
と
で
《
《
シ
旨
胃
且
昌
曼
…
》
》
論
文
に
は
、
牛
痘
材
料
を
接
種
し
た
が
つ
か
な
か
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
）
に
は
、
痘
瘡

接
種
を
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
こ
そ
牛
痘
接
種
に
対
す
る
帯
口
邑
の
局
の
自
信
の
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。

こ
の
疑
問
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
恩
８
口
が
］
ｇ
口
角
に
自
分
の
息
子
に
痘
瘡
接
種
し
た
い
き
さ
つ
を
問
合
せ
、
そ
れ
に
対
す
る
汗
。
ｐ
ｑ

の
返
事
の
手
紙
Ｑ
八
一
○
年
十
一
月
六
日
ｇ
の
］
］
ｇ
冨
日
）
の
全
文
の
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
（
第
二
巻
四
七
頁
１
四
九
頁
）
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

「
詞
８
３
に
痘
瘡
材
料
を
接
種
し
た
の
は
、
《
饒
邑
冒
名
葛
：
・
望
》
論
文
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
牛
痘
材
料
が
そ
の
時
つ
か
な
か
っ
た
の
で
、

閃
。
蔚
貝
は
痘
瘡
に
か
か
り
得
る
状
態
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
た
ま
た
ま
痘
瘡
患
者
に
接
触
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
時
牛

痘
材
料
が
入
手
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
や
む
な
く
ｇ
吾
の
再
医
師
に
依
頼
し
て
、
直
ち
に
痘
瘡
材
料
を
接
種
し
た
。
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ

の
記
述
の
前
に
、
次
の
よ
う
な
重
要
な
一
文
が
認
め
ら
れ
て
あ
る
。
《
今
冒
竜
冒
○
の
丘
２
ｏ
宜
匡
『
ｇ
葛
胃
の
旨
。
２
頁
＆
昏
昏
①
切
目
”
与
○
×

胃
守
罵
①
閂
冨
鴨
目
さ
旨
○
呂
冨
の
す
．
夢
①
８
葛
‐
で
。
認
・
》
》
つ
ま
り
、
こ
の
手
紙
の
中
で
、
は
か
ら
ず
も
嵜
邑
昌
閂
は
自
分
自
身
の
言
葉
で
、
長
男

民
君
画
ａ
と
長
女
９
昌
①
冒
句
に
対
し
て
も
、
は
っ
き
り
と
痘
瘡
を
接
種
し
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

考
察
と
結
語

英
米
の
い
く
つ
か
の
伝
記
と
、
わ
が
国
の
一
伝
記
に
見
ら
れ
た
』
９
口
①
園
の
長
男
團
芝
凹
匙
に
対
す
る
、
い
わ
ゆ
る
豚
痘
接
種
実
験
物
語

り
の
最
初
の
根
拠
は
、
お
そ
ら
く
Ｑ
ｏ
目
◎
の
切
目
州
医
師
会
の
国
民
ｍ
論
文
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
。
閉
呉
吻
論
文
の
内
容
を
、
現
代
ウ
イ
ル

ス
学
の
知
識
で
検
討
す
る
か
ぎ
り
、
い
わ
ゆ
る
豚
痘
と
呼
ぶ
人
の
病
気
は
、
小
痘
瘡
（
鳥
胃
冒
と
も
い
う
）
と
『
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。
従
っ

て
、
そ
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
詩
目
昌
の
『
に
よ
る
長
男
臣
三
脚
ａ
に
対
す
る
接
種
材
料
も
、
小
痘
瘡
材
料
に
他
な
ら
な
い
。
汗
冒
冒
①
胃
は
、
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《
夢
目
冒
名
耳
：
．
》
》
論
文
の
考
察
に
お
い
て
、
一
七
八
九
年
頃
臼
。
目
８
胃
筒
州
に
痘
瘡
の
一
変
型
と
し
て
の
軽
症
痘
瘡
の
流
行
が
あ
っ
た
こ
と

を
紹
介
し
て
お
り
、
こ
れ
が
閏
。
宮
論
文
の
病
気
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
こ
そ
文
献
的
な
小
痘
瘡
の
最
初
の
記

載
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
、
］
９
口
の
局
が
長
男
臣
乏
画
己
ら
三
人
に
対
す
る
接
種
実
験
を
紹
介
し
、
こ
れ
が
軽
症
の
痘
瘡
材
料

で
あ
る
と
述
べ
て
お
け
ば
、
伝
記
作
家
の
誤
解
は
免
れ
得
た
と
思
わ
れ
る
。
私
は
、
さ
ら
に
罵
局
。
冒
宛
の
嵜
冒
口
閂
の
私
信
の
中
に
、
］
ｇ
ｐ
９

自
ら
自
分
の
上
の
二
人
の
子
供
（
長
男
毘
乏
画
乱
と
長
女
Ｏ
脚
日
①
『
旨
①
）
に
痘
瘡
材
料
を
接
種
し
た
と
の
文
を
見
出
し
、
私
の
推
測
は
、
は
か
ら

ず
も
嵜
口
口
角
自
身
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
嵜
旨
旨
の
『
が
長
男
臣
ミ
画
己
に
、
い
わ
ゆ
る
豚
痘
と
い
わ
れ
た
材
料
を
接

種
し
た
動
機
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
こ
の
時
、
二
人
の
若
い
女
性
に
も
同
時
に
接
種
実
験
を
行
っ
て
お
り
、
ま
ず
自
分
の
子
に
接
種
し
て
、

安
全
な
こ
と
を
確
か
め
た
上
で
と
い
う
よ
う
な
道
徳
證
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
彼
は
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
豚
痘
な
る
病
気
が

痘
瘡
の
軽
症
の
も
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
を
持
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
痘
瘡
材
料
接
種
に
よ
り
、
痘
瘡
を
予
防
す
る
方
法

（
ぐ
胃
巨
農
Ｃ
ｅ
は
、
当
時
か
な
り
広
汎
に
行
わ
れ
て
い
た
時
代
で
あ
り
、
汗
ｐ
ｐ
ｑ
は
、
わ
が
子
を
含
め
て
、
三
人
の
痘
瘡
に
か
か
っ
た
こ
と

の
な
い
者
を
あ
え
て
選
ん
で
、
死
亡
例
の
ま
だ
な
い
こ
の
病
気
の
材
料
を
接
種
す
る
こ
と
に
よ
り
、
感
染
の
有
無
を
調
べ
、
感
染
の
成
立
し
た

後
、
痘
瘡
材
料
に
よ
る
接
種
実
験
を
行
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
豚
痘
と
痘
瘡
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
、
考
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
い
ず

れ
に
せ
よ
瀞
ロ
ロ
日
は
、
わ
が
子
三
人
に
痘
瘡
材
料
を
接
種
す
る
こ
と
（
く
目
。
］
§
。
固
）
に
よ
り
、
痘
瘡
を
予
防
し
た
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

》
（
》
０

謝
辞

英
国
国
鳥
且
大
学
医
学
部
冨
・
Ｐ
辱
い
房
言
教
授
、
お
よ
び
同
図
書
館
員
』
。
目
の
唖
氏
の
誠
意
あ
る
ご
協
力
な
し
に
は
、
最
も
重
要
な
ｇ
ｏ
こ
の
２
９
外

医
師
会
の
記
録
の
入
手
は
で
き
な
か
っ
た
。
特
に
、
同
教
授
に
は
、
二
度
に
わ
た
っ
て
自
ら
車
を
駆
っ
て
、
］
ｇ
己
日
ゆ
か
り
の
地
を
案
内
し
て
戴
き
、
多

く
の
貴
重
な
資
料
の
入
手
に
協
力
し
て
戴
い
た
。
ま
た
、
大
阪
大
学
名
誉
教
授
藤
野
恒
三
郎
先
生
に
は
、
終
始
こ
の
研
究
に
深
い
関
心
を
寄
せ
ら
れ
、
温
い

激
励
の
言
葉
を
賜
わ
っ
た
。
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
難
解
な
手
書
き
の
英
文
古
文
書
で
あ
る
国
民
唖
医
師
の
論
文
の
完
訳
に
協
力
し
て
戴
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（
皿
）

（
昭
）

（
皿
）

（
、
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
、
） 文

献

（
１
）
加
藤
四
郎
わ
が
国
に
お
け
る
』
８
口
①
『
の
わ
が
子
牛
痘
接
種
物
語
り
の
由
来
に
つ
い
て
。
日
本
医
史
学
会
雑
誌
三
ハ
巻
一
号
一
’
一
○
頁
一
九
八

い
た
石
井
道
子
さ
ん
、
同
論
文
内
の
意
味
不
明
語
、
人
名
、
地
名
の
考
証
に
、
適
切
な
助
言
を
戴
い
た
市
原
エ
リ
ザ
ベ
ス
さ
ん
、
訪
英
に
際
し
て
、
］
９
口
の
『

資
料
の
収
集
に
ご
協
力
下
さ
っ
た
大
阪
大
学
理
学
部
芝
哲
夫
教
授
、
多
数
の
資
料
の
整
理
、
論
文
の
作
製
に
協
力
し
て
戴
い
た
生
田
ま
す
子
さ
ん
ら
に
対
し

て
深
謝
す
る
。

乏
筐
崗
目
い
）
①
胃
①
円
〉
ぐ
芦
再
畠
国
巨
貝
①
園
．
シ
岸
＆
少
．
尻
目
○
℃
姉
ｚ
⑥
葛
唾
○
異
。
ｓ
＄
・

伊
⑦
ぐ
旨
の
〉
胃
固
．
国
昌
之
画
ａ
］
の
口
旨
９
．
○
○
昌
但
巨
胃
○
時
具
陣
巨
凹
］
言
○
×
〕
里
囚
鼻
厨
Ｆ
ｏ
ｐ
Ｑ
ｏ
己
四
目
ｇ
ｏ
罠
四
磑
○
君
〕
乞
亀
．

茶
木
滋
い
じ
ん
も
の
が
た
り
、
美
し
い
話
二
年
生
、
ち
ち
し
ぼ
り
と
お
い
し
ゃ
さ
ん
、
久
保
喬
編
金
の
星
社
一
九
七
七
。

国
閏
○
口
）
］
○
｝
胃
目
〕
弓
胃
匡
諦
具
固
竺
葛
國
己
芳
己
昌
魚
〕
冒
己
・
国
①
ロ
ｑ
○
○
房
ロ
毎
回
》
Ｆ
○
口
号
旨
》
扇
路
、

弓
彦
の
国
『
言
島
昌
⑦
ｇ
ｏ
画
昌
］
○
匡
再
口
画
］
”
］
①
画
ロ
日
○
①
貝
①
口
色
ｑ
ｚ
日
画
冨
吋
．
Ｆ
ｏ
ｐ
Ｑ
ｏ
Ｐ
冨
画
く
闇
》
届
器
．

胃
厨
目
色
》
乏
局
．
少
巨
○
‐
豆
ｇ
ｏ
四
名
ご
具
固
昌
之
“
ａ
詩
ｐ
ｐ
ｑ
目
造
ｌ
扁
腿
国
胃
く
皇
四
且
里
世
号
①
〕
旨
且
。
己
．
岳
自

、

Ｆ
号
ケ
序
）
少
．
ロ
（
胃
言
貝
日
腎
凶
晨
ご
房
の
言
．
Ｓ
》
旨
？
巨
興
岳
９
．

口
騨
濠
ｚ
切
・
］
．
○
○
日
で
勺
脚
号
．
忍
寧
ご
’
９
』
岳
霞
．

陣
ご
且
昌
］
間
．
の
冒
畠
で
○
×
脚
ロ
Ｑ
ぐ
脚
Ｒ
旨
画
く
』
国
』
包
口
・
凰
烏
興
国
四
一
首
諒
貝
』
○
口
吻
島
日
脚
目
．
臼
や
い
忠
．
国
Ｑ
，
目
員
．
閃
き
の
風
）
］
．
国
．
目
も
冠
】
ロ
８
耳
〕

砲
巨
伝
口
①
ぢ
ぽ
徹
》
門
○
回
ｇ
ｏ
目
》
シ
【
○
昌
爵
①
匙
〕
樗
○
吟
Ｐ

炭
ｇ
ｏ
）
、
。
〕
国
昌
脚
）
］
も
○
個
乏
四
》
昌
・
》
彦
自
百
日
○
８
》
国
．
ロ
ロ
Ｑ
尻
画
日
四
言
圖
〕
］
．
冒
。
旨
い
芦
○
旨
日
営
庸
易
ｇ
ｏ
９
壱
○
×
ぐ
員
●
易
四
目
且
画
］
９
日
目

ぐ
員
こ
い
．
国
涛
⑦
ロ
』
．
ｇ
い
い
四
１
画
“
輿
］
ぬ
の
騨

岸
匡
国
〕
尻
・
〕
昌
一
冨
日
Ｏ
８
迄
国
騨
目
旦
尻
騨
８
〕
、
．
野
屋
島
①
い
○
画
昏
①
己
○
目
君
①
℃
骨
』
号
切
◎
再
壱
○
ｘ
ご
貝
巨
い
目
．
ｏ
Ｃ
ｇ
も
胃
届
○
国
○
房
胃
匡
ｎ
日
目
｝
℃
○
房
壱
①
も
昼
号
砲

旨
）
ご
Ｐ
Ｇ
ｇ
昌
酔
ｎ
ｏ
享
壱
○
×
四
口
具
い
ず
○
も
①
翫
宮
●
○
ロ
声
口
く
員
匡
吻
①
い
、
団
涛
の
目
』
．
い
岸
⑦
房
Ｉ
の
骨
》
骨
や
『
蝕

房
巨
画
◇
〆
．
、
昌
一
百
日
Ｏ
Ｂ
》
国
．
秒
口
１
尻
目
○
迄
い
、
聾
匡
Ｑ
』
①
吻
○
ロ
ー
胃
己
◎
昌
冒
も
①
宮
』
号
四
○
局
も
○
×
ぐ
旨
巨
酸
冒
．
○
○
日
℃
胃
届
○
口
Ｏ
扇
ぐ
旨
勗
‐
甘
口
目
Ｃ
ａ
も
Ｏ
皇
君
①
‐

官
丘
の
切
言
ｏ
ｎ
臣
堕
旨
守
ｇ
①
こ
ぎ
昏
昏
く
画
の
。
冒
届
．
ａ
○
名
も
○
×
回
目
Ｑ
い
ず
○
℃
①
毎
ケ
再
○
日
画
く
貝
巨
罵
堕
．
国
詩
命
邑
］
、
四
房
〕
『
『
Ｉ
や
↑
．
』
①
『
、
、

房
巨
国
》
尿
。
．
巨
甘
百
ｇ
ｏ
５
〉
国
．
色
目
旦
尿
昌
○
迄
、
、
○
○
日
も
目
色
口
く
①
め
日
匡
繭
○
口
Ｆ
、
四
口
言
い
３
い
ご
己
匡
Ｃ
ａ
ず
く
ぐ
月
９
口
国
画
昌
Ｑ
ｏ
９
壱
○
ｘ
ぐ
］
昌
唖
風
．

屯

○
◎

,恥
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J.GenViro1.45,755-759,1979.

deKorte，W.E.Amaas,orKaHirmilk-pox.Lancetl,1273-1276,1904.

Ribas,EmiliO,Rev.Med.Cir.S・Paulo,13,323,1910.

Jenner,Edward,AnlnquiryintotheCausesandEffbctsoftheVariolaeVaccinae,aDiseasediscoverdinsomeof､the

westerncountiesofEngland,particularyGIoucestershire,andknownbythenameof,TheCowPox.London,1798.

(+<SK朴謹矧蓉喋庵韻侮）

Ｊ
Ｊ
う

め
Ｈ
④
肖
吟
［

く
く
く

ontheStoryofJenner'sexperimentoninoculationofhis

sonwithSwinepoxmatter

by

ShiroKATO

（
③
”
）

IfbundthatEdwardJcnnerhadinoculatedhiseldestsonEdwardwithswinepoxmatter,befbrehebegantoinoculate

peoplewithcowpoxmatter,inbiographiesofEdwardJennerwrittenbyGrcerWilliams2),1.E.Levine3)andJohnBaron5),

respectively・Furthermore,IalsofbundthattheJennerCentenaryNumberoftheBritishMedicalJournal6)introducedan

abstractofacuriousstorythatJennerinoculatedhissonEdwardwithswinepoxmattcrthathadbeenderivedilDma

patientSufIbringfi､omswinepox.ThisstorylfbundinanoldrecordoftheGloucestershireMedicalSociety.Thus,thisold

recordseemstobethesourceoftheswinepoxstoryinthebiographiesofJenner.Thankstothegreatkindnessandhelpof

ProlbssorM.A.Epstcinandthelibl'arian,Mr.B.P･Jones,ofBristolUniversityMedicalScl,ool,England,Ioblainedacopy

『
つ
国



ofapartof@cAbio-bibliographyofEdwardJennerl749-1823''writtenbyW.R.LeFanu7),whichrevealedthattheold

recordoftheGloucestershireMedicalSocietyisnowinthelibraryoftheRoyalCollegeofPhysicians,London.Therel

fbunditandmadeacopyofit・The･oldrecOrdwashand-writtenbyDr・Hicksandwasentitled<GObservationsandexpel､1－

mentsuponpersonslabouringunderan_eruptivelbver,whichappearedinseveralpartsofGIoucestershil､einthelatterendof

theyearl789.''Dr・Hickswroteclinicalrecordsofseveralcasesofacommoneruptivefbverwhichresembledsmallpoxbut

whichwasnotfatal・Curiouslyenough,theeruptivefbverwascalled;Gswincpox''bymedicalmenincludingHicksandJenner,

probablypartlybecausethatwasthenameusedbythecountryfblkfbrthisdisease,andpartlybecausethesedoctorswere

uncertainwhetherthediseasewasactuallysmallpoxornot・Dr・Hicksalsoreportedthefbllowingclinicalexperiments:

1)Twochildrenwhohadhadsmallpoxbefbre,wereinoculatedwith:6swinepox''matter.Noeruptionsappcaredoncither

ofthem.2)Threepeoplewhohadneverhadeithersmallpoxorchickenpox,wereinoculatedwith"swinepox"matter.

Eruptionssimilartothoseofsmallpoxappearedonthreeofthemandthendisappeared・Laterthesepeoplewereinoculated

withtruesmall-poxmatter,butnoneofthemdevelopedsmallpox.EdwardJennertookchargeofthis2ndcxpcrimcnt,and

hiseldestsonEdwardwasoneofthethreerecipientsof"swinepox''matter.3)Fivepeoplewhohadhad@6swinePox''

wereinoculatedwithtruesmallpoxmatter,butnoeruptionsappearedonanyofthem.

Fromourcurrentknowledgeofvirology,thehumandiseaseofgeneralizederuptionscannothavebeenswinePox,bccausc

swmePoxisnowknowntobecausedbyeitherswinepoxvirusorvacciniavirus8),andneitherofthesevirusescancause

epidemicsofaneruptivediseaseinhumans・MoreoverswinepoxvirusisnotefIbctiveasavaccineagainstsmallpoxinman,

becausetheswinepoxviruscannotinfEcthumans,andtheswinepoxvirusdoesnocrossreactwithvacciniavirusinthe

neutralizationtestorintheprotectiontestagainstvacciniavirusinfbction9)．Fromthesefacts,Iconcludethattheeruptive

函
つ
函

（
○
ｍ
）



fbverdescribedbVDr.Hicksmusthavebeencausedbyvariolaminor(alastrim),whichisamildvarietyofvariolawithlow

mortality，andquitediffbrentfi･omswinepox.ThusthetruestoryisthatJennerinoculatedhiseldestsonEdwardwith

212strimmatter，notswinepoxmatter.
▲

（
『
①
）

め
。
函



『
千
金
方
』
は
唐
代
の
名
医
孫
思
迩
の
著
書
で
あ
る
。
そ
の
成
立
年
代
は
普
通
二
つ
の
説
が
あ
る
。
説
の
一
は
『
貞
観
』
末
年
成
立
し
た
と

す
る
。
宋
代
の
林
億
等
の
『
新
校
備
急
千
金
要
方
』
の
序
言
に
「
有
唐
真
人
孫
思
迩
：
…
・
当
太
宗
治
平
之
際
、
思
所
以
佐
廼
后
庇
民
之
事
：
…
．

乃
祖
述
農
黄
之
旨
：
：
・
・
上
極
文
字
之
初
、
下
迄
有
陥
之
世
、
集
諸
家
之
所
秘
要
、
去
衆
説
之
所
未
至
、
成
書
一
部
、
総
三
十
巻
。
」
と
あ
る
。

こ
の
中
か
ら
林
氏
等
は
『
千
金
方
』
の
成
立
は
太
宗
貞
観
年
間
と
認
め
て
い
る
事
が
分
か
る
。
今
『
千
金
方
』
を
取
り
調
べ
て
見
る
と
、
中
に

は
「
武
徳
」
「
貞
観
」
の
年
号
は
あ
る
が
、
後
の
高
宗
の
「
永
徽
」
「
顕
唆
」
等
の
年
号
は
な
い
。
こ
れ
を
見
れ
ば
林
氏
等
の
説
は
証
拠
が
あ

る
よ
う
で
あ
る
。
説
の
二
は
『
千
金
方
』
の
中
に
「
貞
観
中
」
お
よ
び
「
貞
観
年
間
」
と
い
う
よ
う
な
用
語
が
あ
る
。
こ
ん
な
用
語
は
明
ら
か

に
「
貞
観
」
年
間
の
後
の
使
い
方
で
あ
る
。
例
え
ば
『
新
修
本
草
』
巻
四
「
雄
黄
」
下
の
蘇
敬
の
註
語
中
に
「
貞
観
年
中
」
の
用
語
が
あ
る
、

『
新
修
本
草
』
は
も
と
よ
り
貞
観
年
間
の
後
の
顕
慶
四
年
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
『
千
金
方
』
も
「
貞
観
」
年
間
の
の
ち
成
立
し
た
の

と
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
説
は
多
く
の
人
が
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
る
。
筆
者
も
こ
の
説
を
賛
成
す
る
。
し
か
し
「
貞
観
以
後
」
と
言
っ
て
も
、

到
底
ど
の
位
の
後
の
事
で
あ
る
か
、
「
永
徴
」
年
間
か
、
「
顕
慶
」
年
間
か
、
或
は
こ
れ
よ
り
も
つ
と
後
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
根
拠
あ
る
断
定

『
千
金
方
』
と
其
の
作
者
孫
思
遡
に

関
す
る
史
的
考
察

鱸
需
韓
霊
一
試
潅
零
和
五
十
五
年
｜
月
八
日
受
付

趙
有
臣
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を
下
す
に
は
ま
た
困
難
で
あ
る
。
幸
い
に
『
新
修
本
草
』
は
「
烏
芋
」
の
条
の
蘇
敬
の
註
語
に
「
千
金
方
云
、
下
石
淋
」
と
い
う
引
用
が
あ
る
。

こ
の
引
用
は
真
に
『
千
金
方
』
に
合
う
な
ら
、
『
千
金
方
』
の
成
立
年
代
を
断
定
す
る
に
非
常
に
有
用
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
引
用
は
今
の
宋

版
『
新
校
備
急
千
金
要
方
』
に
は
見
当
ら
な
い
。
で
あ
る
か
ら
人
々
の
疑
問
を
惹
起
す
る
こ
と
も
無
理
は
な
い
。
即
ち
蘇
敬
氏
の
引
用
す
る

『
千
金
方
』
は
今
の
孫
思
迩
『
千
金
方
』
で
は
見
当
ら
な
い
。
そ
の
上
に
『
階
書
・
経
籍
志
』
に
苑
世
英
の
三
巻
の
『
千
金
方
』
が
あ
る
。
こ

の
状
態
で
人
点
は
蘇
敬
氏
引
用
す
る
『
千
金
方
』
は
苑
世
英
『
千
金
方
』
と
認
定
す
る
の
も
道
理
の
当
然
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
読
書
の
偶
然
の

機
会
で
蘇
敬
氏
引
用
の
『
千
金
方
』
は
確
に
孫
思
遜
の
『
千
金
方
』
で
あ
る
事
を
発
見
し
た
。

即
ち
『
医
心
方
』
を
読
ん
だ
時
、
そ
の
第
三
十
巻
「
食
治
」
を
論
述
す
る
薬
物
中
に
八
カ
所
『
千
金
方
』
の
引
用
が
あ
り
、
「
烏
芋
、
下
石

淋
」
も
そ
の
中
に
あ
る
事
を
発
見
し
た
。
今
次
に
対
照
し
て
列
出
す
る
。

一
、
小
麦
「
千
金
方
云
、
作
麺
消
熱
止
煩
、
不
可
多
食
、
長
宿
癖
。
」
こ
の
条
は
『
千
金
方
』
巻
二
十
六
「
食
治
」
中
の
曰
く
「
小
麦
…
…

作
麺
、
温
無
毒
、
不
能
消
熱
上
（
止
）
畑
、
不
可
多
食
、
長
柄
癖
。
」
に
当
る
。
字
句
の
間
に
少
し
違
う
所
が
あ
る
が
、
恐
ら
く
互
に
書
き
誤

作
麺
、
温
無
毒
、
一

り
が
あ
る
だ
ろ
う
。

二
、
胡
桃
人
「
千
金
方
云
、

令
人
悪
心
。
」
に
相
当
す
る
。

も
今
の
『
千
金
方
』
巻
二
十
六
「
食
治
」

是
故
能
制
毒
散
諸
薬
故
也
・
」
で
あ
る
。

五
、
猪
肉
「
千
金
方
云
、
不
可
久
食
、
令
人
少
精
、
発
宿
病
。
」
こ
れ
も
同
上
「
食
治
」
中
に
見
え
る
。
曰
く
「
凡
猪
肉
。
：
不
可
久
食
、
令

人
少
子
精
、
発
宿
病
。
」
で
あ
る
。

三
、
烏
芋
「
千
金
方
云
、
下
石
淋
。
」
こ
れ
だ
け
は
今
の
『
千
金
方
』
で
は
見
当
ら
な
い
。

四
、
鹿
肉
「
千
金
方
云
、
凡
餌
薬
之
人
、
不
可
食
鹿
肉
、
服
薬
必
不
得
力
、
所
以
然
者
、
鹿
恒
食
解
毒
之
草
、
是
故
能
散
諸
薬
也
・
」
こ
れ

今
Ｄ
『
千
金
方
三
巻
二
十
六
「
食
治
一
中
の
曰
く
「
凡
餌
薬
之
人
、
不
可
食
鹿
肉
、
服
薬
必
不
得
力
、
所
以
然
者
、
以
鹿
常
食
解
毒
之
草
、

不
可
多
食
、
令
人
悪
心
・
」
今
の
『
千
金
方
』
巻
二
十
六
「
食
治
」
中
の
曰
く
「
胡
桃
：
・
不
可
多
食
、
動
疾
飲
、
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然
ら
ば
現
存
の
宋
版
『
新
校
備
急
千
金
要
方
』
で
は
ど
う
し
て
こ
の
条
文
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
蓋
し
『
千
金
方
』
は
宋
代
の
林
億
等
が

校
正
す
る
時
、
数
多
く
の
改
訂
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
日
本
に
伝
っ
て
い
る
『
真
本
千
金
方
』
巻
第
一
の
一
巻
だ
け
を
も
っ
て
今
の
宋
版

『
千
金
方
』
と
対
照
す
る
と
、
直
ぐ
に
多
く
の
削
除
と
増
加
が
あ
る
こ
と
を
発
見
す
る
。
ま
た
、
清
代
の
陸
心
源
氏
は
嘗
っ
て
林
億
等
校
正
以

前
の
宋
初
刻
本
『
千
金
方
』
を
架
蔵
し
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
睦
氏
は
そ
の
『
儀
顧
堂
題
政
』
の
中
に
「
校
以
日
本
覆
宋
治
平
本
、
不
但
編

る
と
確
認
す
る
事
が
出
来
る
。

八
、
誼
「
千
金
方
云
、
多
食
生
甜
行
房
、
傷
肝
気
、
令
人
面
色
無
。
」
こ
れ
も
同
上
「
食
治
」
中
に
見
え
る
。
字
句
も
『
医
心
方
』
引
く
の

と
同
じ
。
只
「
面
色
無
」
は
「
面
無
色
」
と
す
る
。

以
上
の
様
に
『
医
心
方
』
巻
三
十
の
中
に
八
カ
所
『
千
金
方
』
を
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
七
カ
所
は
孫
思
迩
の
『
千
金
方
』
と
合
う
。
残

っ
た
一
条
は
今
の
『
千
金
方
』
で
は
見
付
か
ら
な
い
で
も
、
外
の
『
千
金
方
』
を
指
す
は
ず
は
な
い
と
思
う
。
況
ん
や
『
医
心
方
』
の
体
裁

は
、
凡
そ
同
名
の
書
を
引
く
時
に
は
必
ず
別
の
用
語
を
使
っ
て
混
乱
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
。
例
え
ば
そ
の
第
三
十
巻
の
中
に
数
種
の
『
食

経
』
と
名
付
け
る
書
物
を
引
用
し
た
。
即
ち
『
崔
禺
錫
食
経
』
は
「
崔
禺
錫
云
」
、
『
朱
思
簡
食
経
』
は
「
朱
思
簡
云
」
、
『
馬
碗
食
経
』
は

「
馬
碗
云
」
、
『
七
巻
食
経
』
は
「
七
巻
経
云
」
と
あ
る
。
『
盧
宗
食
経
』
は
そ
の
ま
ま
「
盧
宗
食
経
云
」
と
標
題
す
る
よ
う
に
、
全
て
区
別

し
て
決
し
て
混
乱
は
な
い
。
だ
か
ら
上
述
「
烏
芋
」
条
の
引
用
が
今
の
『
千
金
方
』
に
見
当
ら
な
い
で
も
、
孫
思
逝
『
千
金
力
』
の
固
有
内
容

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
若
し
そ
れ
は
外
の
『
千
金
方
』
な
ら
、
『
医
心
方
』
の
作
者
丹
波
康
頼
氏
は
必
ず
区
別
し
て
標
出
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

よ
っ
て
『
新
修
本
草
』
中
蘇
敬
の
註
語
で
引
用
し
た
「
烏
芋
、
千
金
方
云
、
下
石
淋
」
の
論
述
は
即
ち
孫
思
迩
『
千
金
方
』
の
固
有
内
容
で
あ

方
』
引
く
の
と
全
く
同
じ
。

六
、
葵
菜
「
千
金
方
云
、
十
日
一
食
葵
、
葵
滑
、
所
以
通
五
蔵
擁
気
・
」
こ
の
条
は
今
の
『
千
金
方
』
巻
二
十
七
「
道
林
養
性
」
に
見
え
る
。

字
句
も
同
じ
、
只
「
十
日
」
の
上
に
「
毎
」
の
字
が
あ
る
。

七
、
蓼
「
千
金
方
云
、
黄
帝
日
蓼
食
過
多
有
毒
、
発
心
痛
」
こ
の
条
も
『
千
金
方
』
巻
二
十
六
「
食
治
」
の
中
に
あ
る
。
字
句
も
『
医
心
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次
先
後
迫
然
不
同
、
即
字
句
方
薬
、
幾
干
篇
鮮
同
章
、
字
勘
同
句
、
唯
与
『
治
平
本
校
勘
記
』
所
称
唐
本
（
按
ず
る
に
『
真
本
千
金
方
』
を
指
す
）

多
合
、
洵
為
孫
真
人
之
真
本
、
非
林
億
既
校
以
後
刊
本
所
可
同
日
而
語
也
。
」
と
い
う
。
更
に
林
億
等
の
『
新
校
備
急
千
金
要
方
』
の
序
文
も

「
公
私
旧
本
、
捜
訪
幾
遍
、
得
以
正
其
誰
謬
、
補
其
遣
快
、
文
之
重
複
者
削
之
、
事
之
不
倫
者
緯
之
：
…
・
方
雌
是
旧
、
用
之
維
新
。
」
と
い
う
。

以
上
に
よ
り
、
現
存
の
『
新
校
備
急
千
金
要
方
』
は
孫
思
迩
の
原
書
と
相
違
が
あ
る
の
は
意
外
で
は
な
い
。
だ
か
ら
今
の
『
千
金
方
』
中
に

弓
烏
芋
、
下
石
淋
。
」
の
記
載
が
な
い
の
は
奇
怪
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
旦
『
新
修
本
草
』
が
孫
思
迩
の
『
千
金
方
』
を
引
用
し
た
事
を
確
認
し
た
上
で
、
『
新
修
本
草
』
が
顕
慶
二
年
（
六
五
七
）
蘇
敬
氏
が
椙

議
を
提
出
し
て
か
ら
人
員
を
徴
集
し
て
書
き
始
め
、
顕
慶
四
年
（
六
五
九
）
正
月
十
七
日
撰
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
、
こ
の
書
中
に
孫
思
迩

の
『
千
金
方
』
を
引
用
し
た
こ
と
か
ら
、
孫
思
迩
の
『
千
金
方
』
は
顕
慶
四
年
以
前
に
成
立
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
進
ん
で
言
え
ば
、

一
種
の
書
物
と
し
て
引
用
す
る
に
は
、
そ
の
書
物
は
必
ら
ず
人
達
が
熟
知
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
孫
氏
の
『
千
金
方
』
は
顕
慶
四

年
に
お
い
て
は
既
に
数
年
間
世
の
中
で
流
布
さ
れ
て
、
人
々
が
よ
く
熟
知
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
引
用
害
と
し
て
用
い
ら
れ
な
い
筈
で
あ
る
。

だ
か
ら
孫
思
迩
『
千
金
方
』
は
決
し
て
引
用
さ
れ
た
二
、
三
年
前
の
顕
慶
年
間
に
成
立
し
た
の
で
は
な
く
、
顕
慶
以
前
の
永
徽
年
間
（
六
五
○

北
宋
の
葉
夢
得
『
避
暑
録
話
』
に
「
思
迩
作
千
金
前
方
時
、
已
百
余
歳
、
固
已
妙
尽
古
今
方
書
之
要
、
独
傷
寒
未
之
及
、
似
未
通
仲
景
之

言
、
故
不
敢
深
論
、
後
三
十
年
作
千
金
翼
、
論
傷
寒
者
居
半
、
蓋
始
得
之
、
其
用
心
精
審
不
筍
如
此
。
」
と
あ
る
。
こ
の
中
で
い
う
「
思
迩
作

千
金
前
方
時
、
巳
百
余
歳
。
」
は
『
旧
唐
書
」
孫
思
迩
伝
の
部
分
材
料
を
根
拠
と
し
て
い
て
も
、
史
実
に
合
わ
な
い
か
ら
、
信
ず
る
こ
と
は
で
き

ず
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
文
で
ま
た
論
述
す
る
。
こ
こ
で
は
先
ず
葉
夢
得
氏
は
『
千
金
方
』
と
『
千
金
翼
方
』
両
書
の
成
立
年
分
の
へ
だ
た
り

は
三
十
年
間
と
す
る
の
は
、
私
は
必
ら
ず
文
献
的
に
根
拠
が
あ
っ
た
と
思
う
。
只
こ
れ
に
関
す
る
文
献
は
今
す
で
に
供
失
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
千
金
翼
方
』
は
孫
思
遡
の
絶
筆
著
書
で
あ
る
事
は
既
に
周
知
の
事
で
あ
る
。
但
し
『
千
金
翼
方
』
は
決
し
て
孫
氏
卒
年
の
永
淳
元
年
（
六
八

二
）
に
始
め
て
成
立
し
た
の
で
は
な
い
と
思
う
。
蓋
し
こ
の
書
の
巻
前
に
孫
思
遜
が
『
千
金
翼
方
』
三
十
巻
書
き
上
げ
た
序
言
が
あ
る
。
こ
れ

だ
か
ら
孫
思
迩
『
千
金
方
』
は
決
し

’
六
五
五
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
一

そ
の
次
は
孫
思
迩
の
年
齢
に
関
す
る
事
で
あ
る
。
『
旧
唐
書
・
孫
思
遡
伝
』
に
両
種
の
説
を
載
せ
て
い
る
・
そ
の
一
は
「
周
宣
帝
時
（
五
七
九
）

思
遡
以
王
室
多
故
、
乃
隠
居
太
白
山
、
〃
晴
文
帝
輔
政
（
五
八
己
徴
為
国
子
博
士
、
称
疾
不
起
。
」
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
思
遡
は
晴
代

以
前
で
已
に
成
年
と
な
っ
て
い
る
。
若
し
こ
れ
が
確
実
な
ら
ば
思
遡
は
『
千
金
方
』
を
撰
写
す
る
時
、
素
よ
り
百
歳
以
上
の
人
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
れ
は
史
実
に
徴
す
る
所
が
な
い
。
即
ち
『
千
金
方
』
で
言
え
ば
、
思
遡
『
千
金
方
』
の
序
言
に
よ
る
と
、
彼
の
医
学
の
研
究
は
十
五

歳
（
青
衿
之
年
）
位
か
ら
始
め
て
い
る
。
若
し
思
遡
は
階
代
の
前
で
既
に
成
人
に
な
っ
た
い
た
な
ら
、
晴
代
の
初
年
に
は
必
ら
ず
多
少
の
医
学

経
験
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
『
千
金
方
』
の
中
で
は
思
遡
が
自
分
の
経
験
を
紹
介
す
る
時
に
、
附
代
で
は
唯
「
大
業
」
（
六
○
五
’
六

一
八
）
の
年
号
だ
け
あ
り
、
そ
の
前
の
「
開
皇
」
（
五
八
一
’
六
○
○
）
「
仁
寿
」
（
六
○
一
’
六
○
四
）
の
両
年
号
は
触
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は

か
ら
見
る
と
孫
氏
は
『
千
金
翼
方
』
を
作
り
上
げ
た
時
は
、
健
康
で
あ
る
。
永
淳
元
年
は
思
遡
の
卒
年
で
あ
る
か
ら
、
老
人
病
で
ゆ
っ
た
り
著

書
す
る
事
は
出
来
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
『
千
金
翼
方
』
の
成
立
は
永
淳
元
年
の
前
の
開
耀
元
年
（
六
八
一
）
を
定
め
る
の
が
適
当
と
思

う
。
六
八
一
年
か
ら
三
十
年
前
へ
戻
る
と
永
徴
二
年
（
六
五
一
）
に
な
り
。
上
述
葉
夢
得
氏
の
説
に
従
え
ば
、
こ
の
年
は
即
ち
『
千
金
方
』
の

『
千
金
方
』
（

も
根
拠
が
あ
る
。

私
は
こ
の
説
は
史
実
に
よ
く
合
う
と
思
う
。
何
と
な
れ
ば
、
永
徽
二
年
（
六
五
一
）
か
ら
『
新
修
本
草
』
撰
成
の
顕
慶
四
年
（
六
五
九
）
正
月

十
七
日
ま
で
は
已
に
八
年
間
経
つ
。
印
刷
術
の
な
い
唐
代
初
期
は
『
千
金
方
』
の
よ
う
な
名
著
で
も
こ
れ
位
の
流
布
期
間
を
掛
け
な
い
と
多
く

の
人
達
に
周
知
さ
れ
な
い
と
思
う
。
『
千
金
方
』
は
既
に
世
の
中
で
八
年
間
流
行
し
た
か
ら
『
新
修
本
草
』
に
初
め
て
一
種
の
公
認
の
書
物
と

し
て
引
用
さ
れ
る
事
が
出
来
た
の
で
あ
ろ
う
。
“

『
千
金
方
』
の
書
き
初
め
は
、
私
は
や
は
り
貞
観
二
十
年
（
六
四
六
）
前
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
こ
れ
で
見
れ
ば
林
億
等
の
説

う
。
六
八
一
年
ゞ

成
立
年
と
な
る
。
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『
旧
唐
害
・
孫
思
遡
伝
』
に
よ
れ
ば
孫
氏
は
唐
に
入
っ
て
か
ら
曽
っ
て
二
回
当
時
の
首
都
長
安
ま
で
招
か
れ
て
い
る
。
招
か
れ
た
理
由
に
つ

い
て
は
『
旧
唐
書
』
に
は
何
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
但
し
私
は
両
回
と
も
目
的
と
理
由
を
考
察
す
る
事
が
出
来
る
と
思
う
。

太
宗
の
時
に
招
か
れ
た
の
は
、
朝
廷
は
周
階
等
五
代
史
を
撰
修
す
る
為
、
孫
思
迩
に
或
方
面
の
史
実
を
尋
ね
る
た
め
で
あ
る
。
『
旧
唐
耆
・

孫
思
遡
伝
』
曰
く
「
初
魏
徴
等
受
詔
、
修
芥
梁
陳
周
階
五
代
史
、
恐
有
遺
漏
、
屡
訪
之
、
思
遊
口
以
伝
授
、
有
如
目
観
」
は
即
ち
こ
の
時
招
か

れ
た
事
を
言
う
。
『
唐
会
要
・
巻
六
十
三
』
に
よ
る
と
太
宗
時
代
に
周
階
等
五
代
史
を
撰
修
し
た
の
は
貞
観
三
年
（
六
二
九
）
か
ら
貞
観
十
年

（
六
三
六
）
正
月
二
十
日
ま
で
で
あ
る
。
よ
っ
て
思
遡
が
招
か
れ
て
き
た
時
期
は
恐
ら
く
撰
修
の
大
体
が
で
き
て
、
な
お
幾
多
の
疑
問
を
残
し

て
い
た
時
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
間
は
恐
ら
く
貞
観
八
’
九
年
（
六
三
四
’
六
三
五
）
頃
で
あ
る
。
『
千
金
方
」
巻
二
十
一
に
掲
載
す
る
貞
観
九
年
思

遡
が
漢
陽
王
の
水
腫
を
治
療
す
る
事
、
即
ち
こ
の
度
孫
氏
が
長
安
に
来
た
時
の
治
療
で
あ
ろ
う
。
『
旧
唐
書
』
本
伝
に
所
謂
太
宗
が
思
遡
を
召

見
し
て
「
将
授
以
爵
位
、
固
辞
不
受
」
に
至
っ
て
は
、
即
ち
五
朝
史
を
撰
成
し
た
後
に
思
遜
の
功
績
を
褒
賞
す
る
時
の
事
で
、
蓋
し
貞
観
十
年

は
屹
度
思
遜
は
そ
の
時
に
ま
だ
幼
学
の
年
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
故
に
晴
代
以
前
で
思
遡
は
既
に
成
年
と
な
っ
た
説
は
信
ず
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
葉
夢
得
氏
が
そ
れ
に
よ
っ
て
「
思
遡
作
千
金
前
方
時
、
年
已
百
余
歳
。
」
と
断
定
す
る
の
は
好
奇
心
か
ら
生
じ
た
誤
り
で
あ
る
。

説
の
二
は
盧
照
鄭
氏
記
録
の
「
癸
酉
之
歳
（
威
亨
四
年
・
西
紀
六
七
三
）
…
…
思
遡
自
云
、
開
皇
辛
酉
歳
生
、
至
今
年
九
十
三
美
。
」
の
説
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
四
庫
全
書
提
要
』
は
「
照
鄭
乃
思
遜
之
弟
子
、
記
其
師
言
、
必
不
妄
。
」
と
い
っ
て
い
る
。
私
も
頗
る
こ
の
説
に
賛

成
す
る
。
し
た
が
っ
て
威
亨
四
年
（
六
七
三
）
か
ら
前
へ
九
十
三
年
を
戻
る
と
、
丁
度
開
皇
元
年
辛
丑
歳
（
五
八
一
）
で
あ
る
。
こ
の
年
は
即
ち

孫
思
遜
の
生
ま
れ
た
年
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
れ
ば
思
迩
の
生
年
は
辛
丑
歳
で
あ
り
、
『
旧
唐
害
』
が
「
辛
酉
歳
」
と
す
る
の
は
伝
写
の

誤
り
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
『
四
庫
全
書
提
要
』
の
説
で
、
正
確
で
信
ず
べ
き
で
あ
る
。
以
上
で
見
れ
ば
、
孫
思
遡
は
開
皇
元
年
（
五
八
一
）
に

生
ま
れ
、
永
淳
元
年
（
六
八
二
）
に
残
し
、
年
齢
は
百
二
歳
で
あ
る
。
こ
れ
を
孫
思
遜
の
実
存
年
齢
と
信
じ
る
。

三
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こ
れ
は
何
の
理
由
で
孫
氏
を
詔
徴
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
文
献
に
は
掲
載
し
て
い
な
い
が
、
私
は
そ
の
時
孫
氏
を
招
い
た
理
由
は
、
即
ち
朝

廷
が
『
新
修
本
草
』
を
撰
修
す
る
為
、
孫
氏
に
医
薬
経
験
の
聴
取
と
質
問
点
を
問
う
為
と
考
え
る
。
上
文
で
述
べ
た
よ
う
に
『
新
修
本
草
』
の

修
撰
は
顕
慶
二
年
か
ら
着
手
し
て
顕
慶
四
年
正
月
に
完
成
し
た
。
顕
慶
三
年
は
ま
さ
に
撰
修
の
繁
忙
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
に
孫
氏
を
招
い
た

の
は
屹
度
そ
の
仕
事
に
参
加
さ
せ
る
為
に
違
い
な
い
。
故
に
顕
慶
四
年
『
新
修
本
草
』
が
完
成
し
た
後
、
孫
思
遡
の
功
績
を
褒
め
る
為
に
、
高

宗
は
召
見
し
て
「
諫
議
大
夫
」
と
い
う
官
職
を
授
け
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
孫
氏
は
ま
た
固
く
辞
し
て
受
け
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
恐
ら
く
孫
氏

の
志
に
合
わ
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
但
し
『
唐
会
要
』
巻
八
十
二
に
よ
れ
ば
、
孫
氏
は
顕
慶
四
年
に
「
承
務
郎
」
と
い
う
官
職
を
授
け
ら
れ

「
尚
薬
局
」
に
勤
務
し
て
い
る
。
『
太
平
広
記
」
も
『
謹
賓
録
』
を
引
用
し
て
同
じ
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
思
遡
は
こ
の
承
務
郎
の
職
で
長
安

で
十
五
年
留
居
し
て
在
職
し
た
。
上
元
元
年
（
六
七
四
）
に
始
め
て
老
衰
で
辞
表
を
提
出
し
て
郷
里
に
帰
り
、
そ
の
後
、
八
年
間
経
っ
て
喪
し

て
い
る
。

第
二
回
目
に
招
か
れ
た
の
は
『
旧
唐
書
」
本
伝
に
よ
れ
ば
顕
慶
四
年
で
あ
る
。
但
し
こ
れ
は
た
だ
高
宗
の
召
見
を
指
し
て
言
っ
た
も
の
で

あ
る
。
実
は
孫
思
遡
は
顕
慶
三
年
（
六
五
八
）
に
長
安
ま
で
招
か
れ
て
い
た
。
『
唐
会
要
・
巻
八
十
二
』
に
「
顕
慶
三
年
、
詔
徴
太
白
山
人
孫

思
遡
至
、
居
干
都
陽
公
主
廃
府
」
と
あ
る
。
ま
た
『
太
平
広
記
』
巻
二
一
八
『
謹
賓
録
』
を
引
用
し
て
曰
く
「
照
鄭
寓
干
於
京
都
都
陽
公
主
之

廃
府
、
顕
慶
三
年
詔
徴
太
白
山
隠
士
孫
思
遡
、
亦
居
此
府
」
と
あ
る
。
こ
れ
等
の
記
事
で
孫
思
遡
は
確
に
顕
慶
三
年
に
長
安
ま
で
招
か
れ
て
い

廃
府
、
顕
慶
一
三

た
事
が
分
か
る
。

む
す
び

目
本
文
は
顕
慶
四
年
（
六
五
九
）
成
立
の
『
新
修
本
草
』
に
引
用
す
る
所
の
『
千
金
方
』
は
即
ち
孫
思
遡
の
『
千
金
方
』
で
あ
る
事
を
確

認
し
た
。
新
修
本
草
の
成
立
は
孫
思
迩
『
千
金
方
』
の
成
立
と
の
隔
た
る
期
間
は
僅
か
数
年
間
の
事
で
あ
る
か
ら
、
故
に
こ
の
確
認
は
『
千
金

（
六
三
六
）
で
あ
ろ
う
。
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方
』
の
成
立
絶
対
年
代
の
確
定
に
対
し
て
は
非
常
に
有
用
で
あ
る
。
本
文
は
こ
れ
に
従
っ
て
『
千
金
方
』
の
成
立
年
代
は
永
徽
二
年
（
六
五
こ

日
本
文
は
孫
思
遡
は
曽
っ
て
二
回
当
時
の
首
都
長
安
ま
で
招
か
れ
て
、
ま
た
召
見
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
原
因
に
対
し
て
文
献
的
の
考
察

を
し
た
。
考
察
の
結
果
は
、
太
宗
時
に
長
安
ま
で
招
か
れ
た
の
は
五
朝
史
を
編
修
す
る
為
で
あ
り
、
高
宗
時
に
長
安
に
招
か
れ
た
の
は
『
新
修

本
草
』
を
編
修
す
る
為
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
重
要
歴
史
事
実
は
現
存
の
歴
史
書
や
書
籍
に
は
ど
れ
に
も
書
い
て
な
い
の
で
、
こ
こ
に
『
旧
唐

書
』
及
び
関
係
あ
る
文
献
に
よ
っ
て
考
察
し
て
提
出
し
、
以
っ
て
御
参
考
に
供
す
る
。

四
孫
思
遡
は
顕
慶
四
年
（
六
五
九
）
か
ら
上
元
元
年
（
六
七
四
）
ま
で
曽
っ
て
承
務
郎
と
い
う
官
職
に
任
じ
た
事
は
、
『
唐
会
要
』
及
び

『
太
平
広
記
』
に
皆
掲
載
が
あ
る
。
『
旧
唐
書
』
で
は
明
確
な
記
載
は
な
い
け
れ
ど
も
「
上
元
元
年
、
辞
疾
請
帰
」
の
記
載
が
あ
る
。
若
し
孫

思
遡
は
そ
の
時
官
職
に
な
い
な
ら
、
何
故
「
辞
疾
請
帰
」
を
要
す
る
の
か
、
明
ら
か
に
官
職
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
只
官
職
名
を
明
確
に
記

載
し
な
か
っ
た
の
翠
で
あ
る
。
今
の
医
学
史
に
関
す
る
書
物
が
ど
れ
も
孫
思
遜
が
曽
っ
て
承
務
郎
に
任
職
し
た
事
に
触
れ
て
い
な
い
の
は
、
上

述
の
文
献
を
見
な
か
っ
た
た
め
な
の
か
、
或
は
何
か
を
回
避
し
て
故
意
に
言
わ
な
か
っ
た
の
か
。
私
は
歴
史
の
事
実
を
回
避
し
て
言
わ
な
い
の

書
提
要
』
の
説
を
確
認
し
た
。

○
孫
思
遡
は
開
皇
元
年
（
五
八
己
に
生
ま
れ
、
永
淳
元
年
（
六
八
二
）
に
喪
し
た
、
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
四
庫
全
書
提
要
』
に

よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
既
に
多
く
の
人
が
認
め
て
い
る
が
、
然
し
『
旧
唐
書
』
に
掲
載
す
る
孫
思
遡
は
晴
代
以
前
既
に
成
年
で
あ
っ
た

別
の
一
説
に
対
し
て
弁
駁
の
理
由
が
不
足
の
為
、
ま
た
孫
思
遡
は
晴
代
以
前
既
に
成
年
で
あ
っ
た
説
を
信
ず
る
人
が
あ
る
。
本
文
は
『
千
金

方
』
中
の
年
号
を
引
用
し
て
検
討
を
加
え
、
孫
思
迩
は
晴
代
以
前
に
成
年
で
あ
っ
た
と
の
説
を
徹
底
的
に
否
定
し
た
。
そ
し
て
更
に
『
四
庫
全

で
あ
る
と
推
定
し
た
。

は
歴
史
唯
物
論
に
合
わ
な
い
と
思
う
。

（
中
国
遼
寧
中
医
学
院
）

（99）211



こ
の
明
治
前
期
二
十
年
ほ
ど
の
期
間
に
、
漢
方
医
た
ち
が
興
し
た
漢
方
医
存
続
運
動
の
歴
史
は
、
実
に
一
種
の
受
難
史
と
も
考
え
ら
れ
る
。

わ
が
明
治
医
学
史
に
お
い
て
は
、
こ
の
漢
方
医
存
続
運
動
展
開
の
歴
史
は
、
重
要
な
史
域
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
東
京
の
温
知
社
・
名

古
屋
の
愛
知
博
愛
社
以
外
は
、
そ
の
興
亡
史
を
深
く
探
査
し
た
業
績
は
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

注
（
１
）
。
（
２
）

明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
三
月
東
京
日
本
橋
区
本
町
一
丁
目
（
当
時
）
に
開
設
せ
ら
れ
た
温
知
社
温
知
医
鶴
開
講
式
に
あ
た
っ
て
、
今
村
了

庵
（
一
八
一
四
’
一
八
九
○
）
が
述
べ
た
祝
辞
の
中
に

、
、
、
、
、

前
略
、
継
い
で
起
る
者
に
如
春
来
蘇
好
生
あ
り
、
之
を
府
下
に
建
て
た
。
其
他
、
浪
華
の
広
済
、
肥
後
の
春
雨
、
阿
波
の
済
生
、
尾
張
の
博

愛
、
越
後
の
小
如
春
、
加
賀
の
集
聖
及
び
小
博
済
、
陸
奥
の
天
真
、
陸
続
饗
応
鰻
を
乎
と
し
て
再
興
の
勢
あ
り
、
以
下
略
。

、
、
、
、
、

注
（
３
）
。
（
叩
）

と
説
く
と
こ
ろ
の
阿
波
の
済
生
に
就
い
て
も
、
よ
く
判
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
た
び
、
四
国
に
お
け
る
漢
方
医
存
続
運
動
史
料
を
調
査
中
、

一
、
は
じ
め
に

明
治
医
制
〔
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
〕
示
達
に
は
じ
ま
り
、
明
治
二
十
八
年
第
八
帝
国
議
会
（
一
八
九
五
）
に
お
、
い
て
、
医
師
免
許
規
則
改
正

案
が
わ
ず
か
二
十
七
票
の
差
を
も
っ
て
否
決
せ
ら
れ
、
以
後
漢
方
を
医
師
開
業
試
験
科
目
に
加
え
る
こ
と
は
否
決
せ
ら
れ
て
現
在
に
い
た
っ
て

い
る
。

阿
波
漢
方
受
難
史

ｌ
井
上
肇
堂
と
そ
の
時
代
Ｉ

羅
韓
蕊
霊
一
蕊
澪
噌
和
五
十
四
年
十
月
二
十
日
震
付

福
島
義
一

(100） 212



ち
ょ
う
ど
う

元
阿
波
藩
医
井
上
肇
堂
（
一
八
○
四
’
一
八
八
一
）
こ
そ
こ
の
運
動
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
り
、
幸
い
戦
災
を
ま
ぬ
が
れ
て
多
数
の
関

係
史
料
が
子
孫
井
上
家
（
徳
島
市
幸
町
三
丁
目
井
上
千
歳
氏
）
に
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
、
是
等
の
史
料
に
よ
っ
て
主
と
し
て

徳
島
県
に
お
け
る
漢
方
受
難
史
の
大
要
を
述
べ
る
。

肇
堂
は
第
九
代
医
師
井
上
周
伯
（
天
保
十
三
年
没
）
の
長
男
と
し
て
生
れ
た
が
、
幼
名
は
虎
源
太
、
後
に
春
瑞
と
称
し
た
が
、
後
年
郷
医
か

ら
藩
医
に
登
用
せ
ら
れ
た
以
後
は
肇
堂
と
称
し
た
。

少
年
時
代
漢
学
を
徳
島
城
下
で
家
塾
を
ひ
ら
い
て
い
た
鋏
復
堂
（
一
七
七
七
’
一
八
四
三
、
古
賀
精
里
の
門
人
）
に
就
い
て
学
び
、
更
ら
に
、

板
野
郡
藍
住
町
勝
瑞
の
医
家
橘
春
庵
（
一
七
七
六
’
一
八
四
七
、
元
景
・
遊
仙
と
も
称
し
た
、
京
都
の
儒
医
橘
南
黙
の
門
人
）
に
入
門
し
て
医
学
を
修

め
た
。
更
ら
に
、
青
年
に
達
し
た
虎
源
太
は
当
時
天
下
に
名
声
を
博
し
て
い
た
紀
州
の
華
岡
外
科
、
京
都
の
賀
川
産
科
の
修
学
を
熱
望
し
た
。

注
（
５
）

や
が
て
彼
の
夢
が
実
現
し
て
華
岡
青
洲
に
入
門
し
た
の
は
文
政
六
年
（
一
八
一
三
）
三
月
二
十
一
日
と
門
人
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
井
上

注
（
６
）

家
に
は
青
洲
の
肖
像
画
と
そ
の
遺
墨
が
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
学
成
っ
て
師
門
を
去
る
に
あ
た
っ
て
記
念
と
し
て
青
洲
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
で

二
、
井
上
肇
堂
略
伝

注
（
４
）
．
（
８
）
。
（
９
）

肇
堂
は
、
文
化
元
年
（
一
八
○
四
、
生
月
日
不
詳
）
徳
島
県
板
野
郡
板
野
町
字
矢
武
鏡
松
（
当
時
、
松
坂
村
大
字
矢
武
）
に
生
れ
た
。
こ
の
地
は

四
国
八
十
八
ケ
所
第
五
番
札
所
羅
漢
地
蔵
寺
の
近
郊
に
あ
た
り
、
井
上
家
は
十
八
世
紀
初
頭
の
頃
か
ら
十
四
代
に
わ
た
っ
て
医
業
を
嗣
い
で
い

更
ら
に
、
京
都
に
い
た
っ
て
賀
川
家
高
弟
奥
劣
斎
（
一
七
八
○
’
一
八
三
五
）
に
入
門
し
て
産
科
を
学
ん
で
帰
郷
し
た
。

肇
堂
が
藩
外
遊
学
し
た
期
間
は
長
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
橘
春
庵
の
儒
教
的
医
育
を
う
け
た
上
に
、
更
ら
に
、
青
洲
や
劣
斎
か
ら
医

学
に
お
け
る
親
試
実
験
的
思
索
法
と
か
医
師
に
必
要
な
高
遠
な
倫
理
観
を
植
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
彼
の
人
生
に
と
っ
て
最
大
の
収
穫
で
あ
っ
た

あ
ろ
う
。

る
名
家
で
あ
る
。
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三
、
阿
波
漢
方
医
存
続
運
動
史

注
（
４
）
ふ
な
ど
み
な
み

阿
波
（
徳
島
）
藩
で
は
、
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
京
都
か
ら
小
原
春
造
（
一
七
六
二
’
一
八
三
一
）
を
招
い
て
徳
島
市
沖
洲
町
舟
戸
南
に
宅
地

を
与
え
て
医
師
学
問
所
を
開
設
し
て
医
育
を
は
じ
め
た
。
こ
の
施
設
は
、
文
化
四
年
（
一
八
○
七
）
安
宅
町
天
文
台
構
地
付
近
に
移
転
し
、
更

へ
の
う
ら

ら
に
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
城
下
街
塀
裏
丁
（
徳
島
市
幸
町
三
丁
目
）
に
新
築
移
転
し
た
。

十
九
世
紀
中
葉
頃
ま
で
の
本
藩
医
育
は
漢
方
の
象
で
あ
っ
た
が
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
高
畠
耕
斎
（
一
八
一
三
’
一
八
五
九
）
を
藩
医
に

登
用
し
て
藩
首
脳
に
当
時
の
海
外
事
情
を
解
説
せ
し
め
、
更
ら
に
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に
い
た
っ
て
彼
を
医
師
学
問
所
洋
学
教
授
肝
煎

肇
堂
が
学
成
っ
て
帰
郷
し
て
、
父
の
あ
と
を
嗣
い
で
生
地
矢
武
で
開
業
し
た
の
は
天
保
の
初
め
、
彼
三
十
歳
前
後
の
頃
と
思
わ
れ
る
。
間
も

注
（
７
）

な
く
そ
の
名
声
藩
内
外
に
知
ら
れ
、
門
弟
も
百
名
に
達
し
た
と
い
う
。
こ
の
頃
、
門
弟
に
対
し
て
教
程
録
と
し
て
「
少
微
新
説
」
を
著
わ
し
た

が
、
未
刊
本
で
あ
っ
が
、
写
本
と
し
て
藩
内
で
ひ
ろ
く
流
布
し
た
。
文
久
元
年
（
一
八
六
己
五
十
八
歳
の
頃
、
そ
の
医
術
の
優
秀
と
徳
行
の

非
凡
と
に
よ
っ
て
藩
医
に
登
用
せ
ら
れ
た
。
戊
辰
戦
争
に
参
加
し
、
帰
藩
後
藩
医
学
校
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
、
後
述
の
理
由
に
よ
っ
て
す
ぐ

退
職
し
、
洋
医
に
転
向
し
た
藩
医
た
ち
に
対
抗
し
て
、
漢
方
医
学
の
振
興
と
漢
方
医
存
続
運
動
の
た
め
に
晩
年
を
送
っ
た
。
肇
堂
が
終
生
の
目

的
と
し
た
漢
方
専
門
医
学
校
（
仮
称
）
開
設
の
夢
は
実
現
す
る
こ
と
な
く
、
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
四
月
二
十
三
日
不
満
を
抱
き
な
が
ら
こ

の
阿
波
漢
方
受
難
の
医
人
は
世
を
去
っ
た
、
享
年
七
十
八
。

注
（
８
）
注
（
、
）

肇
堂
の
二
男
井
上
源
貞
は
大
学
東
校
に
学
ん
で
十
一
代
医
家
を
嗣
ぎ
、
阿
波
医
師
組
合
会
頭
と
な
り
、
明
治
二
十
一
年
没
し
て
い
る
。
そ
の

四
男
井
上
達
也
は
大
学
東
校
を
卒
業
し
て
後
に
眼
科
学
を
専
攻
し
、
東
京
医
学
校
眼
科
掛
（
明
治
九
年
）
、
医
学
部
別
課
生
教
授
兼
勤
（
明
治
十

二
年
）
、
医
学
部
別
課
教
授
嘱
託
（
明
治
十
四
年
）
と
な
っ
て
眼
科
学
を
教
授
し
、
明
治
十
五
年
退
官
し
て
東
京
都
駿
河
台
に
済
明
堂
眼
科
病
院

を
開
設
し
た
。
近
代
日
本
眼
科
学
の
開
拓
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
明
治
二
十
八
年
七
月
十
日
落
馬
事
故
に
よ
っ
て
没
、
享
年
四
十
八
。

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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に
任
用
し
た
。
こ
の
盾

応
元
年
（
一
八
六
五
）

主
と
し
て
医
学
（
西
洋

教
授
と
な
っ
た
が
、
ｚ

ど
も
含
ま
れ
て
い
る
。

と
あ
る
。

こ
の
頃
、
西
洋
医
学
を
修
め
て
藩
医
に
採
用
せ
ら
れ
て
活
躍
し
た
人
物
は
、
井
出
三
洋
（
一
八
二
一
丁
一
九
○
七
）
と
関
寛
斎
（
一
八
三
○
ｌ

、
、
、

一
九
一
三
）
で
あ
る
が
、
特
に
寛
斎
（
明
治
三
年
寛
ゆ
た
か
と
改
名
）
は
戊
辰
戦
争
で
武
勲
を
立
て
、
帰
藩
後
は
藩
首
脳
に
重
用
せ
ら
れ
、
藩
医
学

校
（
巽
浜
医
学
校
）
の
創
設
を
命
ぜ
ら
れ
藩
洋
方
医
と
し
て
活
躍
し
た
。

藩
は
論
功
行
賞
の
意
味
に
お
い
て
、
戊
辰
戦
争
に
出
征
し
た
殆
ん
ど
す
べ
て
の
藩
医
を
医
学
校
教
授
に
任
命
し
た
が
、
実
際
医
育
に
関
係
し

注
（
９
）

た
の
は
洋
医
の
染
で
、
大
部
分
の
漢
医
は
す
ぐ
に
退
職
し
た
。
井
上
肇
堂
も
医
学
校
教
授
に
任
命
さ
れ
た
記
録
（
井
上
家
規
）
は
あ
る
が
、
医

学
校
職
員
録
に
は
記
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
他
藩
出
身
の
若
い
洋
医
寛
斎
が
実
際
上
の
校
長
兼
病
院
長
で
あ
っ
た
医
学
校
に
対
し
て
は
協
力
す

る
こ
と
を
拒
否
し
た
の
が
事
実
で
あ
っ
た
。

当
時
藩
の
漢
方
医
学
頭
は
多
賀
荘
順
で
、
司
療
洋
方
医
学
頭
は
武
田
玄
礼
で
あ
っ
た
が
、
医
学
校
の
運
営
と
教
授
選
任
の
不
満
な
ど
を
表
面

上
の
理
由
と
し
て
、
漢
洋
両
医
は
、
は
げ
し
く
対
立
し
、
阿
波
藩
の
医
界
は
分
裂
し
て
い
た
。
藩
医
、
町
医
、
郷
医
を
通
じ
て
、
漢
医
は
絶
対

藩
制
末
期
に
は
、
藩
首
脳
は
漢
方
・
洋
方
両
医
家
の
協
調
を
説
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、

御
改
革
思
召
御
書
付
之
揮
写
（
森
敬
介
氏
旧
蔵
文
書
）
に
は
、

医
師
之
儀
は
漢
藺
両
流
各
学
所
に
僻
し
薬
製
療
方
の
実
験
を
措
置
私
見
を
主
張
い
た
し
候
事
無
用
之
事
と
可
申
候
以
来
蘭
書
は
漢
医
之
方

を
も
爵
酌
し
漢
医
も
西
洋
之
薬
製
療
法
も
修
行
有
之
度
事

こ
の
頃
か
ら
藩
医
育
は
漢
方
・
洋
方
二
系
統
に
分
れ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
更
ら
に
、
藩
は
洋
学
採
用
を
す
す
め
、
慶

ハ
五
）
に
は
徳
島
市
寺
島
に
洋
学
校
、
明
治
三
年
（
一
八
七
○
）
洋
学
伝
習
所
を
開
設
し
た
。
ま
た
、
藩
内
秀
才
を
選
抜
し
て
、

（
西
洋
医
学
）
、
語
学
（
蘭
語
・
英
語
）
を
修
得
す
る
目
的
を
以
て
長
崎
に
留
学
せ
し
め
た
。
彼
等
の
多
く
は
帰
藩
後
、
藩
学
校
の

か
、
そ
の
中
に
は
枢
密
顧
問
官
と
な
っ
た
芳
川
顕
正
（
旧
姓
高
橋
）
、
日
本
薬
学
の
開
祖
と
な
っ
た
東
大
名
誉
教
授
長
井
長
義
な
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医
学
校
教
授
兼
治
療
所
長
関
寛
斎
は
、
藩
庁
に
対
し
て
批
難
さ
れ
る
行
動
が
あ
っ
た
の
で
、
自
ら
そ
の
職
を
し
り
ぞ
き
徳
島
の
地
を
去
っ

た
。
そ
の
後
、
学
制
改
革
に
よ
っ
て
医
学
校
は
殆
ん
ど
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
な
く
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
廃
校
と
な
っ
た
。
漢
医
側
は
、
こ

の
よ
う
な
洋
医
養
成
の
失
敗
を
ひ
そ
か
に
微
笑
み
を
以
て
ぷ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
洋
医
に
転
じ
た
元
医
学
校
教
授
藤
本
文
策
（
一
八
三
九
’
一
八
九
四
）
は
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
徳
島
県
に
医
師
総
轄
所
が
設

置
さ
れ
る
と
そ
の
御
用
掛
と
な
り
、
更
ら
に
、
医
務
取
締
に
就
任
し
、
医
学
校
廃
止
後
の
洋
医
養
成
を
目
的
と
し
て
好
生
社
（
は
じ
め
好
生
義

社
）
、
医
生
講
習
所
、
高
知
県
立
徳
島
病
院
を
開
設
し
て
、
そ
の
院
長
に
日
本
最
初
の
医
学
士
三
浦
浩
一
（
一
八
四
九
’
一
九
三
四
）
を
招
膀
す

る
こ
と
に
成
功
し
、
明
治
十
三
年
（
一
八
八
○
）
三
浦
医
学
士
を
校
長
と
し
て
徳
島
県
立
徳
島
医
学
校
（
乙
種
後
に
甲
種
、
存
続
期
間
一
八
八
○

’
一
八
八
八
）
を
開
設
す
る
に
い
た
っ
た
。

こ
の
頃
の
本
県
漢
洋
両
派
医
師
の
割
合
を
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

明
治
十
三
年
漢
医
四
○
八
名
、
洋
医
七
五
名
。

明
治
十
四
年
漢
医
三
九
二
名
、
洋
医
七
五
名
。

（
県
統
計
資
料
）

藤
本
文
策
ら
は
洋
医
の
養
成
を
急
い
だ
が
、
県
下
医
師
の
分
布
は
右
の
状
態
で
、
県
民
医
療
の
実
際
は
漢
方
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
前

半
期
本
県
厚
生
行
政
の
主
体
は
伝
染
病
（
主
と
し
て
、
痘
瘡
、
コ
レ
ラ
、
赤
痢
）
の
撲
滅
、
予
防
対
策
に
在
っ
た
の
で
、
文
策
は
漢
方
医
療
の
廃

絶
近
き
こ
と
を
高
言
す
る
有
様
で
あ
っ
た
。
明
治
十
三
年
（
一
八
八
○
）
県
に
衛
生
課
が
設
置
さ
れ
興
津
春
機
（
一
八
四
三
’
一
九
○
二
）
が
初

代
県
属
衛
生
課
長
に
就
任
し
て
、
そ
の
後
長
く
本
県
厚
生
行
政
に
尽
力
し
た
。
藤
本
文
策
は
念
願
の
医
学
校
開
設
の
目
的
を
達
し
、
医
務
行
政

を
後
輩
興
津
に
ゆ
ず
っ
て
医
職
を
離
れ
て
政
治
家
に
転
向
し
、
名
東
勝
浦
郡
長
、
蜂
須
家
々
令
な
ど
歴
任
し
て
東
京
で
没
し
た
。

多
数
を
占
め
て
い
た
が
、
洋
医
延

視
の
施
策
を
す
す
め
て
行
っ
た
。

洋
医
は
明
治
新
政
府
の
示
達
に
よ
っ
て
、
次
第
に
医
制
上
重
要
な
職
務
に
就
任
し
、
支
配
的
権
力
を
強
め
、
漢
方
無

(104) 216



は
じ
め
、
明
治
医
制
の
影
響
に
就
い
て
は
、
余
り
関
心
を
抱
か
な
か
っ
た
漢
方
医
た
ち
も
、
西
洋
医
学
に
拠
る
厚
生
行
政
の
強
化
と
県
立
医

学
校
開
設
近
き
こ
と
に
刺
戟
せ
ら
れ
て
、
い
よ
い
よ
漢
方
医
廃
絶
近
し
と
の
危
倶
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）

東
京
に
お
い
て
は
温
知
社
の
創
立
（
初
代
社
長
山
田
業
腹
）
、
つ
ゞ
つ
い
て
各
地
に
分
社
設
置
運
動
が
興
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
名
古
屋
に

浅
井
国
幹
（
一
八
四
八
’
一
九
○
二
一
）
が
興
し
た
愛
知
博
愛
社
で
、
後
に
彼
は
温
知
社
々
長
に
就
任
し
て
議
会
請
願
団
体
帝
国
医
会
の
解
散
ま

で
、
実
に
二
十
有
余
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
漢
方
医
存
続
運
動
に
献
身
し
た
。

徳
島
の
井
上
肇
堂
は
温
知
社
創
立
に
刺
戟
を
受
け
、
愛
知
博
愛
社
を
長
浅
井
国
幹
の
指
導
を
う
け
て
、
四
国
に
お
け
る
漢
方
医
存
続
運
動
を

目
下
明
確
な
史
料
を
見
出
し
得
な
い
が
、
恐
ら
く
、
明
治
十
一
、
二
年
頃
か
ら
県
下
在
住
四
百
名
に
近
い
漢
方
医
家
を
集
結
し
て
漢
方
医
師

職
業
集
団
を
興
し
、
こ
れ
を
済
生
舎
、
後
に
済
生
社
と
名
づ
け
、
自
ら
そ
の
社
長
に
就
任
し
た
。
明
治
十
三
年
（
一
八
七
九
）
一
月
十
八
日
漢

方
医
療
の
普
及
と
研
修
を
目
的
と
し
て
、
済
生
社
を
貝
合
資
に
よ
っ
て
私
立
徳
島
済
生
医
院
（
時
に
、
病
院
と
も
称
し
た
）
を
徳
島
市
西
横
町

（
徳
島
市
元
町
付
近
）
〔
一
説
に
は
徳
島
市
藍
場
町
と
い
う
が
、
此
処
は
病
院
開
設
以
前
の
済
生
社
事
務
所
の
在
っ
た
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
考

え
る
〕
に
開
設
し
た
。
こ
の
漢
方
専
門
診
療
機
関
は
井
上
肇
堂
が
院
長
、
筒
井
眠
岱
が
副
院
長
、
そ
の
他
寺
沢
道
栄
、
近
藤
康
斎
、
馬
烏
春
栄

等
が
医
長
格
と
し
て
活
躍
七
た
も
の
で
、
次
ぎ
の
よ
う
な
内
則
に
よ
っ
て
運
営
智
ら
れ
た
。
な
お
、
本
院
開
設
に
あ
た
っ
て
、
確
堂
は
金
二
百

円
を
寄
付
し
、
書
籍
機
械
類
を
無
償
で
貸
与
し
、
更
ら
に
、
一
ヶ
年
間
無
給
で
奉
仕
し
た
と
い
う
（
井
上
家
規
）
。

展
開
し
た
。

資
料
１

一
、
病
院
ハ
庶
人
保
護
ノ
為
二
創
立
シ
タ
ル
ナ
リ
無
学
ニ
テ
薬
方
妄
投
シ
言
辞
巧
飾
ヲ
以
テ
愚
民
ヲ
欺
ク
モ
ノ
ハ
生
民
二
害
ア
ル
ヲ
以
テ
懇
願

ス
ト
モ
入
社
〈
許
サ
ズ
正
義
改
心
ス
ル
ト
キ
ハ
事
情
ヲ
熟
視
シ
入
社
ヲ
許
ス
モ
苦
シ
ヵ
ラ
ズ

徳
島
私
立
漢
法
済
生
病
院
内
則

第
壱
条

（105）n1万
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第
八
条

一
、
純
益
金
ノ
内
、

第
九
条

第
七
条

一
、
薬
価
ハ
煎
薬
一

一
、
患
者
診
察
料
〈
出
銅
二
及
バ
ズ

但
シ
外
診
〈
此
例
ニ
ア
ラ
ズ

一
、
講
究
ノ
書
く
傷
寒
卒
病
金
置
要
略
素
間
霊
枢
ヲ
以
テ
其
他
泰
西
医
書
等
通
読
ノ
義
〈
適
宜
ダ
ル
ゞ
ヘ
シ

一
、
院
長
講
義
〈
各
月
三
八
ノ
日
ト
定
メ
此
日
ヲ
以
テ
社
員
総
出
頭
ト
ス

一
、
診
察
時
間
〈
毎
日
午
前
八
時
ヨ
リ
十
二
時
マ
デ
ト
ス

但
急
症
〈
此
限
ニ
ア
ラ
ズ

一
、
資
本
金
〈
入
社
金
壱
株
ヲ
壱
円
卜
定
メ
而
シ
テ
壱
株
壱
円
ヲ
出
ス
モ
ノ
ハ
一
ヶ
月
拾
銭
ヲ
以
テ
鱸
金
ト
シ
各
月
廿
日
二
収
納
ス
ル
モ
ノ
ト

ス

但
在
住
医
ノ
如
キ
《
五
月
、
十
一
月
二
半
年
宛
ノ
金
ヲ
収
ム
ベ
シ

第
六
条

第
五
条

第
四
条

第
三
条

第
二
条

凡
ソ
ニ
分
程
院
中
へ
備
置
キ
予
備
ト
シ
残
り
八
分
ヲ
以
テ
株
敷
ノ
多
寡
二
応
ジ
六
月
、
十
二
月
二
期
二
分
賦
ス
可
シ

貼
壱
銭
五
厘
丸
薬
散
薬
膏
薬
ノ
類
各
壱
銭
五
厘
宛
ト
ス
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こ
の
病
院
は
壁
堂
の
指
導
経
営
の
妙
を
得
て
、
患
者
謂
集
し
、
漢
方
修
学
の
医
学
生
も
多
く
参
集
し
た
が
、
明
治
十
三
年
九
月
五
日
次
ぎ
の

勧
告
書
を
県
下
漢
方
医
た
ち
に
発
送
し
た
。

資
料
２

本
年
一
月
十
八
日
ヲ
以
管
庁
ノ
許
可
ヲ
得

市
ヲ
成
シ
以
テ
治
療
頗
ル
隆
盛
旺
昌
ナ
ル

一
、
凡
入
社
ス
ル
モ
ノ
ハ
社
中
約
定
書
二
連
印
致
ス
ベ
キ
事

｜
、
凡
入
社
ノ
輩
〈
六
ケ
月
ヲ
一
期
ト
定
メ
其
期
中
死
亡
破
産
ノ
外
〈
退
社
ヲ
許
サ
ズ
仮
令
上
一
月
、
六
月
退
社
申
出
ル
ト
雌
モ
期
月
特
二
期

二
非
ラ
ザ
レ
ー
ハ
入
社
金
〈
割
戻
サ
ザ
ル
可
シ

一
、
期
日
以
前
退
社
申
出
ル
モ
ノ
ハ
純
益
金
ハ
賦
算
セ
ザ
ル
尋
ヘ
シ

一
、
若
シ
事
故
ア
ッ
テ
解
社
ス
ル
ト
キ
ハ
現
在
社
有
ノ
金
員
並
二
器
械
等
売
却
ノ
上
該
金
員
ヲ
以
テ
入
社
金
員
ノ
多
寡
二
応
ジ
割
戻
ス
ベ
シ

右
之
条
件
確
守
致
ス
ベ
キ
事

一
、
医
員
毎
日
総
出
頭
一
日
一
二
名
宛
休
暇
ス
ベ
シ

（
原
文
の
ま
ま
転
載
）

明
治
十
三
年
庚
辰
一
月

月
十
八
日
ヲ
以
管
庁
ノ
許
可
ヲ
得
テ
本
社
ヲ
開
設
セ
シ
ャ
爾
来
日
尚
浅
シ
ト
雌
モ
診
ヲ
仰
ギ
薬
ヲ
乞
う
者
常
二
絡
緤
ト
シ
テ
恰
モ
門
前

シ
以
テ
治
療
頓
ル
隆
盛
旺
昌
ナ
ル
ニ
至
ル
ハ
乃
チ
我
徒
同
志
者
ノ
奮
励
勉
強
ノ
労
力
一
一
因
ル
モ
ノ
ナ
レ
ド
モ
抑
モ
亦
斯
道
ノ
未
ダ
地
二

第
十
条

第
十
一
条

第
十
二
条

第
十
三
条

漢
法
済
生
病
院
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「

・
墜
チ
ザ
ル
ノ
ー
班
ヲ
看
ル
ー
足
し
リ
豈
二
喜
奪
ハ
シ
カ
ラ
譲
ス
ャ
。
然
リ
而
我
徒
同
志
者
ノ
協
心
教
力
ヲ
以
此
社
ヲ
開
設
ス
ル
ャ
敢
テ
ー
時
ノ
栄
誉

ヲ
釣
り
或
〈
治
療
ヲ
盛
大
ニ
シ
テ
而
シ
テ
徒
二
草
根
木
皮
ヲ
販
売
ス
ル
ノ
意
ニ
ア
ラ
ズ
・
素
ト
生
徒
ヲ
教
育
シ
以
テ
斯
道
ヲ
永
久
二
保
存
シ
民

生
ノ
幸
福
ヲ
保
全
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
ァ
リ
ト
雌
モ
、
奈
何
セ
ン
近
来
我
徒
ノ
開
業
施
術
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
、
生
徒
教
育
上
二
至
テ
ハ
則
今
日

ノ
制
度
二
適
合
セ
ザ
ル
ヲ
以
テ
狸
リ
ニ
之
レ
ヲ
授
業
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
実
二
其
遺
憾
ヲ
懐
抱
ス
ル
ノ
ミ
也
。
於
是
過
般
東
京
府
博
済
病
院
長
浅

田
翁
二
謀
り
之
レ
ヲ
政
府
二
歎
願
哀
訴
セ
ン
ト
ス
・
翁
ヨ
リ
モ
現
今
生
徒
ヲ
教
育
ス
ル
ヲ
得
ザ
レ
ド
モ
素
ヨ
リ
斯
道
ヲ
俄
然
廃
絶
ス
ル
ノ
制
令

ア
ル
ニ
モ
ァ
ラ
ズ
。
由
之
治
療
ヲ
盛
大
ニ
シ
且
独
り
患
者
ノ
、
、
、
ナ
ラ
ズ
上
下
一
般
ニ
其
実
益
ア
ル
コ
ト
ヲ
熟
知
セ
シ
ム
レ
・
〈
則
自
然
一
一
生
徒
ヲ

教
育
シ
延
ヒ
テ
斯
道
ヲ
保
存
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ー
至
ル
ベ
シ
ノ
云
々
ヲ
報
ゼ
ラ
レ
且
翁
自
ラ
率
先
シ
テ
府
下
其
他
尾
張
、
加
賀
、
越
中
、
肥
後

諸
州
ノ
同
志
者
卜
協
力
シ
温
知
会
ヲ
建
設
シ
テ
其
治
術
ヲ
討
論
埣
磨
シ
或
〈
往
々
全
国
ノ
同
志
輩
ヲ
義
募
シ
該
会
員
数
百
名
ノ
連
署
ヲ
以
テ
生

徒
教
育
ノ
事
ヲ
政
府
二
願
請
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ノ
旨
ヲ
以
会
員
二
列
ス
ベ
キ
ノ
云
々
等
彼
此
呵
雌
ノ
皷
舞
奨
励
ア
リ
タ
リ
キ
。
故
二
本
社
ヨ
リ
モ

将
二
其
羽
椴
二
響
応
セ
ン
ト
ス
レ
ド
モ
社
員
憧
少
ナ
レ
バ
未
ダ
其
素
志
ヲ
達
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
荏
蒋
ト
シ
テ
今
日
二
至
し
り
。
是
ヲ
以
我
県
下

同
業
ノ
諸
彦
卜
共
一
一
該
会
一
一
加
入
シ
第
一
生
徒
授
業
ヲ
始
メ
斯
道
ノ
永
久
保
存
ス
・
ヘ
キ
ヲ
方
法
企
図
セ
ン
ト
欲
セ
リ
。
且
夫
レ
凡
百
ノ
事
業
二

於
テ
其
隆
替
盛
衰
ア
ル
ハ
モ
ト
ョ
リ
世
間
ノ
通
晴
一
一
シ
テ
抑
モ
亦
気
連
ノ
然
ラ
シ
ム
ト
雌
モ
其
事
業
一
一
従
事
関
渉
ス
ル
者
ノ
精
神
勉
力
ヲ
以
テ

之
レ
ヲ
挽
回
ス
ル
ヲ
得
ザ
ル
’
一
ア
ラ
ズ
。
或
〈
其
衰
替
ノ
極
度
一
一
至
ル
ト
キ
ハ
則
必
ズ
再
燃
ノ
兆
候
ア
ル
ハ
亦
自
然
ノ
勢
ナ
リ
実
。
然
ラ
雷
〈
則

筍
モ
志
気
ア
ル
者
〈
斯
道
ノ
衰
運
二
属
ス
ル
日
二
当
り
執
レ
ヵ
振
作
奮
起
シ
以
テ
其
保
存
ノ
方
法
ヲ
深
謀
遠
慮
セ
ザ
ル
モ
ノ
ア
ラ
ン
ャ
。
斯
レ

乃
チ
今
般
諸
彦
ヲ
招
集
会
同
シ
テ
親
シ
ク
之
レ
ヲ
協
議
ス
ル
ノ
所
以
ナ
リ
。
鳴
呼
数
千
年
間
伝
来
セ
シ
斯
道
ヲ
シ
テ
一
朝
烏
有
二
至
ラ
シ
ム
ル

ハ
抑
モ
我
同
業
者
ノ
無
気
無
力
ニ
シ
テ
豈
二
慨
歎
且
痛
恨
二
堪
ヘ
ザ
ラ
ン
ャ
。
諸
彦
果
シ
テ
我
徒
ト
其
志
ヲ
同
フ
セ
、
〈
則
各
其
所
見
ヲ
吐
露
シ

以
テ
其
方
法
等
ヲ
討
論
審
議
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
是
レ
我
徒
ノ
深
ク
諸
彦
二
希
望
ス
ル
所
ナ
リ

明
治
十
三
年
九
月
五
日

徳
島
私
立
漢
方
済
生
病
院
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一
月
十
七
日
賜
耆
二
月
五
日
達
シ
欣
然
捧
読
貴
境
之
現
況
ヲ
審
ニ
ス
既
一
一
漢
方
病
院
御
開
院
之
由
所
謂
ル
天
未
ダ
斯
文
ヲ
袈
サ
や
ル
所
ニ
シ
テ

之
ヲ
間
ク
モ
ノ
誰
力
我
ガ
道
ヲ
維
持
ス
ル
ノ
カ
ヲ
層
進
セ
ザ
ラ
ン
ャ
価
チ
中
国
九
州
地
方
陸
続
設
立
相
成
居
様
御
尽
力
奉
仰
候
干
時
岡
君
ノ
計

聞
ヲ
承
り
実
二
傍
然
ト
シ
テ
失
望
之
至
遺
憾
無
限
硬
喧
一
一
不
絶
候
陳
〈
生
徒
教
育
ノ
事
件
日
夜
苦
心
焦
盧
ノ
際
我
ガ
社
員
決
議
シ
小
生
ヲ
シ
テ

東
京
二
発
セ
シ
メ
同
府
ノ
名
洲
哲
道
一
一
我
脈
ヲ
示
シ
明
治
十
二
年
九
月
廿
九
日
御
頒
布
ノ
太
政
官
第
四
十
号
教
育
令
ヲ
奉
ジ
専
門
皇
漢
医
学
校

ヲ
設
立
シ
生
徒
教
育
ノ
允
可
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
協
議
セ
ン
ト
欲
ス
故
ヲ
以
テ
本
月
十
三
日
発
程
ヲ
期
ス
帰
県
ノ
上
別
紙
ノ
加
ク
県
官
二
哀
願
セ
ン

ト
決
ス
ソ
ノ
際
景
況
ヲ
迅
報
ス
ベ
シ
貴
院
二
於
テ
モ
同
様
出
願
有
之
度
既
二
集
誠
病
院
モ
出
願
ノ
意
二
決
シ
候
二
付
三
院
各
自
ソ
ノ
県
官
二
哀

願
シ
若
シ
許
可
ヲ
得
ザ
ル
ニ
於
テ
ハ
薮
カ
シ
テ
閣
下
一
一
奉
願
セ
ン
ト
慾
ス
然
ル
ト
キ
ハ
愈
為
其
カ
ヲ
層
加
ス
ル
ニ
至
ラ
ン
是
小
生
が
企
望
ス

ル
所
ナ
リ
請
う
之
ヲ
付
度
セ
ョ
今
回
貴
邦
産
ス
ル
所
ノ
芳
帯
壱
筐
ヲ
厚
ス
余
曽
テ
見
ザ
ル
所
感
謝
何
鰐
シ
因
テ
御
開
院
ヲ
祝
シ
併
テ
鄙
酬
ヲ
呈

資
料
３

こ
の
件
に
就
い
て
は
、
常
』

堂
宛
国
幹
の
書
簡
を
掲
げ
る
。

ス
頓
首
九
拝

（
原
文
の
ま
ま
転
載
）

肇
堂
の
提
起
し
た
済
生
社
設
立
の
最
終
目
的
は
漢
方
医
学
の
廃
絶
を
避
け
る
た
め
に
、
漢
方
医
を
養
成
す
る
医
育
機
関
の
設
置
に
在
っ
た
。

こ
の
件
に
就
い
て
は
、
常
に
名
古
屋
の
浅
井
国
幹
と
協
調
し
て
そ
の
実
現
を
は
か
っ
た
。
そ
の
資
料
と
し
て
井
上
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
蕊

阿
波
国
各
郡

同
業
諸
彦御

中

院
長
井
上
肇
堂

副
院
長
筒
井
民
泰
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漢
方
医
存
置
陳
情
書
（
覚
）

此
の
度
御
国
民
御
救
生
の
為
病
院
御
盛
建
仰
付
ら
れ
候
に
付
、
若
年
の
医
生
奮
然
興
起
西
洋
学
一
途
競
力
勉
強
仕
り
候
、
必
境
碩
学
巨
眼
の

名
医
も
秀
出
つ
か
ま
つ
り
候
く
し
、
欣
を
仰
行
仕
り
候
、
私
伜
も
両
人
共
微
力
な
が
ら
西
洋
学
修
業
仕
り
兄
は
病
院
御
官
員
の
端
に
も
御
用
仰

付
ら
れ
有
難
く
在
じ
奉
り
候
。
然
る
処
能
々
愚
考
仕
り
候
へ
ぱ
、
只
今
の
掛
り
何
れ
も
西
洋
学
一
途
に
赴
走
仕
り
候
て
は
、
皇
国
の
医
学
減
絶

仕
り
候
べ
く
存
じ
奉
り
候
。
此
の
皇
国
の
医
術
と
申
す
は
少
彦
名
命
、
大
己
貴
命
の
御
神
伝
よ
り
始
ま
り
、
当
今
迄
世
々
発
明
仕
り
候
方
術
に

て
御
座
候
、
神
代
の
御
方
術
は
格
別
の
霊
妙
も
こ
れ
有
る
べ
く
存
じ
奉
り
候
、
其
の
後
世
々
の
発
明
も
皆
名
苦
心
の
経
験
病
者
活
身
の
良
方
に

て
御
座
候
、
其
内
に
も
名
古
屋
玄
意
の
発
行
攻
下
、
後
藤
艮
山
の
灸
治
温
泉
、
吉
益
東
洞
の
万
病
一
毒
、
賀
川
玄
悦
の
産
術
、
橘
南
路
の
窮

理
、
華
岡
随
賢
の
外
科
皆
万
国
称
用
す
可
き
の
新
発
明
に
て
御
座
候
、
其
の
余
の
諸
家
も
意
上
の
療
方
御
座
候
て
、
皇
国
の
医
術
天
正
慶
長
よ

り
は
天
明
文
化
に
至
り
、
大
に
閾
け
当
今
に
至
り
、
又
益
々
精
密
熟
成
仕
候
、
数
千
年
来
皇
国
発
明
仕
候
方
術
当
今
に
至
り
滅
絶
仕
候
。

私
儀
故
何
分
に
も
皇
国
遠
祖
の
随
習
去
り
難
く
、
温
故
知
新
の
旧
聞
一
洗
仕
り
兼
ね
て
深
く
感
泣
愁
惜
仕
候
、
何
卒
御
医
師
の
内
一
家
に
て

資
料
４

井
上
肇
堂
殿

晩
年
の
肇
堂
は
老
躯
を
お
し
て
漢
方
医
存
続
と
漢
方
医
学
校
設
置
認
可
の
た
め
に
、
再
参
藩
庁
に
出
頭
し
て
そ
の
必
要
を
説
き
、
ま
た
、
請

願
書
、
陳
情
書
、
歎
願
書
、
建
白
書
な
ど
を
提
出
し
た
。
是
等
の
原
稿
が
井
上
家
に
多
数
保
存
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
を
選

ん
で
掲
示
し
て
染
よ
う
。

十
三
年
二
月
八
日

済
生
病
院
社
長

博
愛
病
院
社
長

浅
井
篤
太
郎
印
辨
愛
病
霊
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皇
国
の
医
術
微
に
成
り
共
、
粗

る
可
く
有
難
く
存
じ
奉
り
候
。

も
皇
国
医
学
御
立
置
下
さ
れ
候
御
道
は
有
り
候
ま
じ
き
や
此
の
段
願
い
た
て
ま
つ
り
度
存
じ
奉
り
候
、
願
い
の
通
り
仰
せ
付
け
ら
れ
候
え
ば
、

皇
国
の
医
術
微
に
成
り
共
、
相
伝
え
つ
か
ま
つ
る
べ
く
、
上
は
二
神
御
恵
済
の
尊
意
に
そ
む
き
奉
ら
ず
、
下
は
人
民
体
質
習
慣
の
薬
服
用
に
仕

資
料
５

凡
天
地
之
間
、
動
物
植
物
ノ
生
活
セ
ザ
ル
地
ナ
之
而
シ
テ
其
性
二
於
ケ
ル
異
同
ア
ラ
ザ
ル
ナ
シ
、
南
地
一
一
生
ズ
ル
モ
ノ
ァ
リ
、
東
夷
一
一
生

ズ
ル
モ
ノ
ア
リ
、
其
性
風
土
二
従
テ
異
ナ
ル
ア
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
、
差
シ
南
北
異
ナ
ル
モ
ノ
ハ
多
ク
風
気
ノ
異
ナ
ル
ニ
因
り
東
西
異
ナ
ル
ァ
ル
モ

ノ
ハ
土
壌
ノ
異
ナ
ル
ァ
ル
ニ
因
ル
ナ
ラ
ン
乎
、
動
物
植
物
ト
各
風
気
卜
食
物
ト
ヲ
以
テ
其
体
ヲ
養
〈
サ
ル
モ
ノ
ナ
ヶ
レ
等
ハ
ナ
リ
、
植
物
〈
根
ヨ

リ
シ
、
呼
吸
〈
葉
ヨ
リ
ス
ト
言
う
、
故
二
南
地
ノ
産
北
地
二
移
ス
ベ
カ
ラ
ス
、
西
土
ノ
産
東
土
二
遷
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
穀
ヲ
食
う
者
ア

リ
、
肉
ヲ
食
フ
モ
ノ
ァ
リ
、
野
菜
土
壌
枯
木
桑
葉
ヲ
食
フ
モ
ノ
ア
リ
、
鱗
介
〈
大
ナ
ル
モ
ノ
其
小
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
食
物
ト
ス
、
然
ラ
ザ
レ
ハ
其
体

ノ
虚
耗
シ
タ
ル
自
己
ノ
体
中
具
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ザ
レ
ハ
養
補
ス
ル
’
一
足
ラ
ザ
レ
ハ
ナ
リ
、
故
一
一
穀
肉
ノ
美
味
ヲ
以
テ
、
桑
葉
ノ
鹿
薄
一
一
換
ル

モ
其
物
生
活
ス
ル
ヲ
得
ザ
ル
ナ
リ
、
是
其
体
中
穀
肉
ヨ
リ
成
ル
モ
ノ
無
ケ
レ
バ
ナ
リ
、
万
国
其
類
同
ジ
キ
モ
ノ
大
小
異
同
ナ
キ
ヲ
得
ザ
ル
ナ

リ
、
人
〈
穀
肉
菓
菜
食
セ
ル
モ
ノ
無
シ
ト
雛
モ
、
西
洋
〈
肉
ヲ
好
テ
常
食
ト
ス
、
支
那
日
本
〈
穀
ヲ
好
テ
常
食
ト
ス
、
是
西
洋
人
其
体
肉
ニ

マ
マ

テ
成
り
、
支
那
日
本
人
其
体
○
穀
一
一
テ
成
ル
、
其
性
質
異
ナ
ル
ヲ
以
テ
其
好
ム
処
モ
亦
異
ナ
ル
ナ
リ
、
其
病
ヲ
受
ヶ
薬
ヲ
服
ス
ル
ニ
当
テ
其
不

（
原
文
の
ま
ま
）

幸
‐
一
言
幻
，
Ｔ
五
日

恐
れ
な
が
ら
御
評
議
御
差
図
成
さ
れ
下
さ
る
べ
く
候

漢
方
医
存
続
陳
情
書
（
覚
）

井
上
肇
堂

メ
ヒ
１
’
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漢
方
医
存
置
嘆
願
書
（
覚
）

廃
藩
置
県
以
来
旧
弊
を
解
か
れ
、
文
明
開
化
自
主
自
立
の
椎
を
与
え
ら
れ
、
農
工
商
は
己
の
欲
す
る
所
に
従
が
い
就
業
し
、
神
道
は
一
層
尊

崇
を
増
加
し
、
儒
者
経
史
又
生
徒
の
好
む
に
従
っ
て
教
授
し
、
仏
は
諸
宗
と
も
以
前
並
立
す
。
僧
は
己
の
尊
ぶ
処
の
教
に
従
い
、
衆
生
は
己
の

帰
依
す
る
宗
に
従
は
し
む
。
そ
の
他
万
民
皆
意
の
お
も
む
く
に
ま
か
し
め
、
未
練
を
の
ぞ
き
勧
業
を
許
さ
る
る
は
、
実
は
公
明
正
大
の
御
政
令

何
れ
か
感
載
せ
ざ
ら
ん
や
。
然
る
に
、
衰
懲
す
べ
き
一
事
件
あ
り
、
医
術
開
業
願
の
儀
漢
法
医
生
に
於
け
る
洋
学
第
何
種
の
課
目
を
修
学
こ
れ

無
き
こ
と
免
許
を
得
ず
と
の
御
趣
意
医
学
を
熟
知
せ
し
め
治
療
法
に
あ
や
ま
り
無
か
ら
し
め
ん
と
の
御
趣
意
と
も
恐
察
仕
る
の
象
な
ら
ず
、
西

洋
学
の
奇
妙
あ
る
は
衆
よ
く
知
る
処
な
り
。
然
る
処
、
漢
法
医
学
に
於
い
て
も
数
千
年
の
久
し
き
に
ゆ
き
渡
り
、
数
十
年
の
そ
の
業
に
辛
苦
労

力
す
る
場
合
、
断
然
右
御
布
達
の
御
規
則
に
基
き
て
は
、
た
ち
ま
ち
右
功
労
も
消
滅
仕
る
の
み
な
ら
ず
、
遠
郡
至
り
て
は
洋
学
に
熟
知
の
医
生
数

資
料
６

マ
マ

足
ヲ
補
上
有
余
ヲ
○
損
ス
ト
言
法
方
ア
リ
ト
。
人
質
異
ニ
シ
テ
治
方
同
ジ
キ
時
ハ
馬
牛
二
肉
ヲ
飼
イ
鶯
二
采
ヲ
与
ル
ノ
弊
無
キ
ニ
シ
モ
ア
ラ
ザ

ル
？
ヘ
ヶ
ン
乎
。
邦
人
漢
薬
ヲ
好
ミ
洋
薬
ヲ
嫌
う
其
体
作
為
ス
ル
処
ノ
物
品
洋
人
ト
同
ジ
カ
ラ
ザ
ル
故
乎
、
西
人
紅
毛
赤
眼
尺
ケ
長
ク
腹
細
ク
肉

ヲ
食
シ
皮
層
枯
白
色
卜
支
那
日
本
人
ノ
黒
毛
一
一
テ
尺
ヶ
短
ク
腹
太
ク
穀
ヲ
食
イ
皮
層
紅
白
色
ノ
者
ト
其
体
中
具
有
ス
ル
処
ノ
物
品
同
ジ
カ
ラ
サ

ル
等
ヘ
シ
。
我
輩
医
事
ヲ
知
ラ
ズ
ト
雌
モ
、
所
謂
壁
ノ
繕
ニ
ハ
土
ナ
リ
、
性
質
ノ
異
ナ
ル
ニ
同
一
ノ
薬
物
ヲ
施
ス
、
臂
〈
壁
ヲ
作
ル
｜
一
木
石
ヲ
用

上
、
馬
牛
ヲ
飼
フ
ニ
虚
狼
ノ
食
ヲ
与
フ
ル
ガ
如
シ
、
不
害
者
少
ナ
カ
ラ
ザ
ラ
ン
、
南
地
二
産
ス
ル
モ
ノ
北
地
一
一
移
シ
、
西
士
二
産
ス
ル
モ
ノ
東

土
二
移
ス
ル
ニ
類
以
セ
ザ
ル
ヲ
得
ン
ャ
、
因
テ
医
薬
モ
亦
之
一
一
類
似
ス
ル
モ
ノ
ナ
ラ
ソ
乎
ト
言
う
。

第
一
条
生
徒
斗

第
二
条
漢
方
塵

（
原
文
の
ま
ま
転
載
）

マ
マ健

議
案

生
徒
教
育
セ
ザ
レ
ハ
漢
医
滅
絶
ス
ル
コ
ト

漢
方
医
生
ハ
漢
医
検
査
シ
医
学
治
療
共
相
応
ナ
レ
ゞ
〈
開
業
被
免
候
事

道
は
一
層
尊

衆
生
は
己
の
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業
に
至
ら
ず
と
す
。

第
四
条

人
命
の
大
切
な
る
場
合
に
於
て
薬
品
の
高
下
を
申
し
是
非
す
と
云
え
ど
も
漢
法
治
療
方
も
そ
の
効
無
き
に
非
ず
、
相
見
る
東
京
始
め
そ
の
他

に
も
漢
法
一
基
治
療
施
行
の
之
れ
有
る
由
伝
承
候
、
も
と
よ
り
漢
法
御
廃
止
の
御
布
令
こ
れ
無
し
、
し
か
る
に
漢
法
医
の
薬
品
国
産
多
し
、
舶

汎
そ
何
事
も
学
書
に
通
達
す
る
と
も
実
際
に
至
っ
て
大
い
に
違
い
あ
り
、
医
療
の
如
き
も
、
例
え
、
学
祥
し
く
も
実
見
足
ら
ざ
れ
ば
病
に
益

な
か
る
く
き
と
存
ぜ
ら
れ
候
、
或
は
病
の
変
化
或
る
時
種
々
心
術
を
尽
く
す
、
こ
れ
最
も
専
用
な
ら
ん
、
右
の
通
り
治
療
方
修
業
す
ら
な
お
熟

業
に
至
ら
ず
と
す
。
僅
か
の
年
数
を
以
っ
て
、
洋
学
開
業
は
実
際
行
な
わ
れ
難
き
事

医
法
医
生
の
儀
、
師
を
選
ん
で
昼
夜
苦
学
す
、
診
察
の
際
に
在
り
て
は
僻
地
の
医
生
は
夏
は
震
雷
を
恐
れ
ず
、
冬
は
氷
雪
を
さ
け
ず
、
夜
を

以
っ
て
日
に
次
ぎ
塾
に
帰
り
な
ば
診
察
の
錯
置
有
ら
ん
こ
と
を
恐
れ
、
終
夜
寝
る
こ
と
能
は
ざ
る
こ
と
あ
り
、
勉
強
十
余
年
よ
う
や
く
病
の
変

化
を
察
し
薬
物
の
精
能
主
治
も
つ
ま
び
ら
か
に
し
病
症
相
対
す
る
治
療
を
施
す
に
精
洋
を
習
熟
す
る
に
及
ん
で
家
に
帰
り
業
を
開
か
ん
と
慾
す

る
時
官
許
な
し
。
鳴
呼
、
数
年
の
難
苦
一
時
消
滅
し
旧
来
の
志
願
長
く
灰
儘
と
な
る
、
そ
の
情
実
如
何
こ
れ
有
る
べ
き
哉
の
事

無
く
、
実
際
行
な
わ
れ
難
き
次
第
と
左
に
記
載
上
申
に
及
び
候
、
こ
の
条
御
洞
察
の
上
漢
法
医
学
熟
知
の
人
も
、
洋
学
修
業
行
き
届
か
ざ
れ
ど

も
、
医
業
免
許
こ
れ
有
る
様
御
酌
量
こ
れ
有
る
様
仕
り
た
く
候
。
我
輩
斉
生
之
れ
無
く
候
へ
ど
も
、
即
今
生
計
の
状
況
傍
観
に
耐
え
ず
懇
願
候

る
時
官
許
な
し
。

〃
第
三
条

遠
郡
僻
地
に
於
て
は
ま
だ
洋
学
熟
知
の
者
数
な
か
ら
ん
と
す
、
右
の
如
き
官
許
し
て
た
ち
ま
ち
一
身
職
業
消
滅
す
る
の
象
な
ら
ず
、
村
民
の

不
幸
少
か
ら
ず
そ
の
為
種
々
苦
情
を
と
な
へ
申
す
べ
き
事

間
、
何
分
の
御
指
令
あ
お
ぎ
奉
候
。

第
二
条

第
一
条

I

以
上
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事
を

来
は
無
数
と
す
、
国
財
を
外
国
へ
輸
す
る
少
き
を
知
る
べ
し
漢
学
や
す
し
と
せ
ず
と
云
え
ど
も
医
療
は
習
慣
久
し
、
僻
地
も
学
医
は
無
し
と
云

え
ど
も
、
治
療
医
は
無
き
に
あ
ら
ず
、
金
銭
つ
い
や
す
事
少
な
く
し
て
師
に
つ
か
え
て
学
ぶ
べ
し
、
も
し
学
資
無
き
者
は
治
療
の
み
学
ぶ
べ

し
、
治
療
を
よ
く
す
る
時
は
生
民
に
益
あ
り
、
国
産
の
薬
諸
灸
に
出
る
時
は
挙
従
少
な
し
と
せ
ず
、
薬
物
製
出
し
て
家
を
興
す
も
の
多
し
、
国

益
少
な
し
と
せ
ず
、
皇
国
に
利
有
る
こ
と
少
な
し
と
せ
ず
、
利
益
大
に
し
て
損
害
な
く
数
千
年
来
の
万
民
の
そ
の
沢
を
こ
う
む
ら
ざ
る
事
な
き

就
任
し
、
つ
づ
い
て
東
京
浅
田

八
八
四
）
遂
に
廃
止
せ
ら
れ
た
。

資
料
７

第
五
条

カ
ナ
フ

漢
洋
共
に
自
主
自
立
の
権
を
得
さ
し
め
病
者
又
自
主
自
立
の
権
に
て
意
の
適
る
に
ま
か
せ
、
治
を
請
は
し
む
れ
ば
病
者
病
の
癒
え
ざ
る
を
苦

し
ま
ざ
る
者
無
き
を
以
っ
て
、
洋
薬
効
な
く
ぱ
治
を
こ
う
者
無
か
る
べ
し
、
漢
医
方
の
無
効
の
時
は
漢
医
生
束
縛
な
く
し
て
自
ら
止
む
べ
き
事

を
ゑ
た
。

み
【
ノ
○

阿
波
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
四
国
の
漢
方
医
学
の
中
心
で
あ
っ
た
済
生
医
院
は
、
肇
堂
没
後
、
副
院
長
筒
井
眠
岱
が
昇
格
し
て
院
長
に

任
し
、
つ
づ
い
て
東
京
浅
田
翁
の
配
慮
に
よ
っ
て
奥
田
某
が
派
遣
せ
ら
れ
て
来
た
が
、
次
第
に
経
営
不
振
に
お
ち
入
り
、
明
治
十
七
年
（
一

以
上
掲
示
の
諸
資
料
に
よ
っ
て
、
肇
堂
が
漢
方
医
存
続
運
動
を
興
し
た
主
旨
お
よ
び
漢
方
医
学
に
対
す
る
考
え
方
は
明
白
と
な
っ
た
と
思

肇
堂
没
後
、
約
半
世
紀
た
っ
て
次
ぎ
の
表
彰
状
が
井
上
家
十
三
代
井
上
東
周
に
贈
ら
れ
た
。

こ
う
し
て
、
漢
方
医
存
続
運
動
の
巨
火
は
四
国
か
ら
消
え
去
っ
た
。

し
か
し
、
名
古
屋
で
は
皇
漢
医
学
校
（
校
長
村
瀬
豆
洲
）
開
設
せ
ら
れ
、
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
温
知
医
覺
（
皇
漢
医
学
講
習
所
）
が
開
校
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こ
の
運
動
の
主
旨
は
「
勧
告
文
」
（
資
料
２
）
に
も
明
記
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
鳴
呼
数
千
年
間
伝
来
セ
シ
斯
道
（
漢
方
）
ヲ
シ
テ
一
朝
烏
右

一
一
至
ラ
シ
ム
ル
ハ
抑
モ
我
同
業
者
（
漢
方
医
）
ノ
無
気
無
力
ニ
シ
テ
豈
一
一
慨
歎
且
痛
恨
二
堪
ヘ
ザ
ラ
ン
ャ
」
で
あ
る
。
近
き
将
来
に
お
い
て
明

治
医
制
は
や
が
て
漢
方
の
廃
絶
を
招
く
こ
と
を
警
示
し
、
そ
の
対
策
と
し
て
漢
方
医
の
結
集
を
は
か
っ
た
（
徳
島
漢
方
済
生
社
）
。
つ
づ
い
て
、

漢
方
医
療
の
優
秀
性
を
民
衆
に
知
ら
す
目
的
を
以
て
漢
方
専
門
の
診
療
機
関
を
開
設
し
て
成
功
し
た
（
明
治
十
三
年
一
月
徳
島
私
立
漢
方
済
生
病
院

の
開
設
）
。
更
ら
に
、
東
京
、
名
古
屋
の
漢
方
医
団
体
と
呼
応
し
て
、
漢
方
存
続
に
絶
対
必
要
な
漢
方
医
養
成
機
関
の
設
置
認
可
運
動
を
つ
づ
け

ズ
、
専
ラ
仁
術
ヲ
主
ト
シ

大
正
二
年
三
月
三
十
一

夙
二
医
道
源
奥
ヲ
究
メ
身
ヲ
持
ス
ル
倹
素
慈
悲
ノ
志
深
シ
、
患
者
二
接
ス
ル
至
公
至
平
懇
切
到
ラ
ザ
ル
ナ
シ
、
其
貧
者
一
ス
衣
食
ヲ
モ
与
ヘ

テ
救
療
ス
ル
ヲ
常
ト
ス
、
人
威
ナ
其
徳
ヲ
仰
グ
、
僻
遠
ノ
地
医
師
ノ
乏
シ
キ
ヲ
慨
シ
、
之
ガ
養
成
ニ
カ
メ
鋭
寛
其
ノ
充
実
ヲ
期
セ
リ
、
文
久
元

年
擢
デ
ラ
レ
テ
藩
主
ノ
侍
医
二
列
ス
、
其
著
ハ
ス
所
ノ
少
微
新
説
刀
圭
界
ヲ
益
ス
ル
多
ク
、
其
創
ム
ル
所
ノ
済
世
医
院
疾
苦
ヲ
救
う
勘
シ
ト
セ

ズ
、
専
ラ
仁
術
ヲ
主
ト
シ
多
年
済
生
二
尽
シ
タ
ル
功
労
洵
二
偉
大
ナ
リ
、
価
ツ
テ
金
参
拾
円
ヲ
賜
り
祭
祀
ノ
資
二
供
ス
、
其
功
績
ヲ
表
彰
ス

あ
っ
た
。

四
、
む
す
び

肇
堂
が
七
十
有
余
歳
の
老
境
に
在
っ
て
、

四
、
む
す

表
彰

状

日

四
国
を
代
表
し
て
徳
島
の
地
に
漢
方
医
存
続
運
動
を
興
し
は
じ
め
た
の
ば
明
治
十
一
、
二
年
頃
て

徳
島
県
板
野
郡
松
坂
村
東
周
曽
祖
父

徳
島
県
板
野
郡
長

正
六
位
勲
五
等 故

井
上
肇
堂

１
二
Ｊ

Ｆ
Ｇ
ｂｊ

居
和
邦
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た
。
こ
の
運
動
は
、
陳
情
書
、
歎
願
書
、
建
白
書
な
ど
藩
庁
に
提
出
し
て
尽
力
し
た
が
遂
に
不
許
可
に
終
っ
た
。
四
国
に
お
け
る
漢
方
医
存
続

運
動
は
、
肇
堂
没
後
急
に
衰
微
し
、
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
済
生
病
院
の
廃
止
を
以
て
終
焉
し
た
。

（
昭
和
五
十
四
年
十
月
十
四
日
記
）

、
利
且
ノ

〆
１
１
』

へ／ヘヘヘハ、戸、／へ′へ、へヘ

リ､2，§Z,､gg443､』注

拙
著
「
阿
波
医
学
史
」
（
昭
和
四
十
五
年
）
、
五
五
頁
’
六
○
頁
。
一
○
一
頁
’
一
○
五
頁
。

「
井
上
家
規
」
は
十
一
代
井
上
家
を
嗣
い
だ
源
貞
が
父
肇
堂
か
ら
見
聞
し
た
資
料
に
よ
っ
て
書
い
た
井
上
家
譜
解
説
書
で
あ
る
（
井
上
家
蔵
）
。

本
稿
は
、
さ
き
に
発
表
し
た
拙
稿
「
徳
島
県
に
お
け
る
漢
方
医
存
続
運
動
に
つ
い
て
」
日
本
医
史
学
雑
誌
（
昭
和
四
十
七
年
九
月
）
の
内
容
を
新
資

料
に
よ
っ
て
補
足
し
て
原
著
と
し
て
発
表
す
る
。
な
お
、
そ
の
大
要
は
昭
和
五
十
四
年
二
月
二
十
三
日
Ｎ
Ｈ
Ｋ
（
教
育
）
「
生
活
の
中
の
日
本
史
ｌ

漢
方
医
受
難
」
と
し
て
放
映
し
た
。

最
近
、
東
京
都
駿
河
台
井
上
眼
科
病
院
（
井
上
達
也
創
設
）
の
改
築
工
事
に
あ
た
っ
て
、
旧
倉
庫
か
ら
多
数
の
資
料
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
多
く

は
、
肇
堂
と
達
也
と
の
交
信
資
料
で
あ
る
。
目
下
史
料
整
理
中
で
あ
っ
て
他
日
の
発
表
を
期
し
度
い
。

安
西
安
周
著
「
明
治
先
哲
医
話
」
（
昭
和
十
七
年
）
一
九
七
頁
。

浅
井
国
幹
先
生
顕
彰
記
念
文
集
（
昭
和
五
十
年
十
二
月
）
。

拙
著
井
上
肇
堂
と
漢
方
医
存
続
運
動
「
医
海
時
報
」
第
五
八
二
号
（
昭
和
四
十
八
年
五
月
十
一
日
）
。

「
徳
島
県
医
師
会
史
」
（
昭
和
五
十
一
年
十
二
月
）
二
七
七
頁
’
二
八
九
頁
。

呉
秀
三
著
「
華
岡
青
洲
先
生
及
其
外
科
」
（
思
文
閣
発
行
）
春
林
軒
門
人
録
五
○
○
頁
。

井
上
家
蔵
青
洲
遺
墨
欲
救
疾
病
当
精
其
門
外
方
無
古
今
唯
在
致
其
知
。

「
少
微
新
説
」
未
見
資
料
。

（
開
業
医
・
徳
島
市
）
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Chodolnoue'sworksinaHistoryofChinesemedicinein

TokushimaPrefectureintheMeijiera

bv
グ

GiichiFUKUSHIMA

Chinescmedicine,KAMPOwhichhadbcenpracticedinJapaniromancienttimeswasendedbecauseofthcI)romulga-

tionofthenewmedicalsystemintheMeijierainl874.

SophysiciansoftheChinesesChoOlunitedtogetheragainstthenewsystemwhichadoptedwesternmedicineexclusively,

andorganizedtheChinesemedicalassociationcalledONCHISHAinTokyo・TheyestablishedthcChinesemedicalschool，

ONCHIKOinTokyofbrresearchanddiHusionofKANPO,andconductedacampaignibrmaintainingtheKANPOphysi-

cians.

Chodolnoue(1804-1881)wasaleaderofthismovementinTokushimaPreihcture,Shikoku,andhisantecedentswere

ibundrecentlv.

Iinvestigatedthedetailsofhisbibliographicalintroduction.

HewasbOrninthefirstyearofBunkainYatake,Kagamimatsu,Itano-cho，inTokushimzMPreibctureandwascalled

GGKogenta''inhischildhood，andlaterGGShunzui''or:GChodo''.

HegrewuptolearnsurgeryfiPomSeishuHanaokainWakayamaandobstetricsii･omRessaiOkuinKyotoandlater

returnedtoYatake,Tokushima.

（
ト
【
『
）

②
国
劇



Heopenedhisclinicandwroteabook:GShobiShinsetsu''whichwasahand-bookofnewmedicallheoryandbecame

amemberofthesurgicalstaff､oftheTokushimaClaninthefirstyearofBunkyu．(1861).

HewasconcernedthatKANPOwasended;hesetupKANPOSaiseiByoin,aprivatehospitalofChinesemedicine

whichadOptedonlyKANPOinNishiYokocho,Tokushimacityinl880,whereKANPOcouldbediffilsedandresearched.

Then,therewere408physiciansfbrChinesemedicineand75physiciansfbrWesternmedicineinTokushimaPrefbcture.

HepresentedmanytimesapetitionandstatementtotheTokushimaPreIEcturalGovemmentfbrtheestablishmentof

hisprivateChinesemPdiCalSchOOl,butwEIsunsuccessfill.

Unfbrtunatelyhepassedawaywithouthisgreatdreamcomingtrue.

つ
め
詞

（
ぬ
『
［
）



杉
田
玄
白
、
前
野
良
沢
、
中
山

国
の
医
学
の
進
歩
の
象
な
ら
ず
、
串

こ
と
は
、
何
人
も
否
定
で
き
な
い
《

に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
伝
え
ら
れ
た
。

（
寸
ｒ
ユ
、
″
ｆ
Ｑ
Ｊ
）

桐
山
正
哲
の
事
蹟
に
つ
い
て
は
、
従
来
没
年
月
以
外
不
明
で
あ
っ
た
が
、
近
年
、
筆
者
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
徐
有
に
そ
れ
が
閻
明
に
さ
れ
つ

つ
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
生
年
月
日
を
初
め
と
し
て
そ
の
業
績
が
十
分
に
解
明
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
。

杉
田
玄
白
が
同
僚
中
川
淳
庵
ら
と
共
に
、
江
戸
の
骨
ヶ
原
（
現
在
の
山
谷
）
で
〃
「
青
茶
婆
」
の
服
（
ふ
）
分
け
を
見
学
し
た
の
は
明
和
八
年

（
４
）

（
一
七
七
一
）
三
月
四
日
の
早
朝
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
こ
の
日
の
江
戸
の
天
候
は
、
筆
者
が
弘
前
藩
江
戸
日
記
や
幕
府
書
物
方
日
記
で
調
査

し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
「
く
も
り
」
で
あ
っ
た
。
前
日
の
三
日
は
「
雨
」
、
翌
五
日
も
「
雨
」
で
卯
の
刻
過
ぎ
に
地
震
が
あ
っ
た
。

、
ｒ
Ｉ
Ｕ
・
４
月
ｌ
ｊ
剖
画
ご
Ｄ
こ
‐
〃
ｑ
、
４
１
ｌ

こ
の
翻
訳
の
大
事
業
に
弘
前
藩
の
江
戸
定
府
医
官
桐
山
正
哲
も
参
画
し
た
こ
と
は
、

弘
前
藩
医
桐
山
正
哲
と

天
明
元
年
の
第
一
回
賄
寿
館
薬
品
会

１

中
川
淳
庵
ら
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
、
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
に
出
版
さ
れ
た
「
解
体
新
書
」
が
、
た
ん
に
わ
が

ず
、
関
連
諸
科
学
の
発
展
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
極
め
て
大
で
あ
り
、
日
本
の
科
学
史
上
特
筆
す
べ
き
壮
挙
で
あ
る

騏
蕊
蕊
罐
毒
捲
涛
曜
和
五
十
四
年
九
月
二
十
八
日
受
付

杉
田
玄
白
の
回
想
記
「
蘭
東
事
始
（
一
名
蘭
学
事
始
）
」

松
木
明

知
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さ
い
じ
ゆ
か
ん

ち
ょ
う
ど
こ
の
年
、
幕
府
の
医
官
法
眼
多
紀
元
考
は
私
立
の
医
学
校
の
開
設
を
願
い
出
て
許
可
さ
れ
、
江
戸
神
田
佐
久
間
町
に
「
踏
寿
館

（
せ
ぃ
じ
ゅ
か
ん
と
も
読
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
）
」
を
創
立
し
た
。
し
か
し
、
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
の
二
度
の
大
火
に
類

焼
し
、
再
建
に
ば
く
大
な
費
用
を
必
要
と
す
る
た
め
、
後
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
官
立
に
移
管
し
、
幕
府
の
医
学
館
「
踏
寿
館
」
と
な
っ

た
。
森
鴎
外
の
史
伝
で
名
高
い
弘
前
藩
の
医
官
渋
江
抽
斎
も
幕
末
に
踏
寿
館
の
講
師
と
な
り
、
わ
が
国
最
古
の
医
書
「
医
心
方
」
の
校
刻
の
業

に
功
績
が
あ
っ
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
踏
寿
館
で
も
薬
品
会
が
開
か
れ
た
。
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
閨
五
月
二
十
八
日
に
主
催
し
た
の
は
桐
山
正
哲
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く

こ
れ
が
踏
寿
館
に
お
け
る
第
一
回
の
薬
品
会
と
考
え
ら
れ
る
。

出
品
物
を
鑑
定
し
た
の
は
、
正
哲
の
師
田
村
西
湖
で
あ
っ
た
。
西
湖
は
前
述
し
た
田
村
元
雄
の
長
子
で
、
弟
栗
本
舟
洲
と
と
も
に
父
に
劣
ら
ぬ

本
草
学
者
で
あ
っ
た
。
出
品
し
た
の
は
鑑
定
人
の
西
湖
を
初
め
と
し
、
会
主
の
桐
山
正
哲
、
補
佐
役
の
須
河
東
伯
、
五
味
玄
潤
、
白
井
貞
庵
、

こ
の
こ
ろ
江
戸
に
お
い
て
は
盛
ん
に
薬
品
会
、
物
産
会
が
開
催
さ
れ
た
。
今
で
い
う
動
植
鉱
物
の
展
覧
会
で
あ
る
。
江
戸
中
の
本
草
学
者
な

ど
が
集
ま
っ
て
彼
ら
の
所
蔵
す
る
珍
品
、
奇
品
な
ど
を
持
ち
寄
っ
て
披
露
し
、
互
い
に
研
究
し
た
の
で
あ
っ
た
。

江
戸
で
こ
の
よ
う
な
薬
品
会
が
開
か
れ
た
の
は
、
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
が
最
初
で
、
本
草
学
者
と
し
て
有
名
な
田
村
元
雄
が
弟
子
平
賀

源
内
の
主
唱
に
こ
た
え
て
開
催
し
た
も
の
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
以
降
、
毎
年
の
ご
と
く
開
催
さ
れ
た
が
、
ど
う
し
た
わ
け
か
明
和
二
年
（
一
七

六
五
）
以
後
は
、
し
ば
ら
く
中
止
さ
れ
て
い
た
。

い
0

こ
の
脈
分
け
の
見
学
が
「
解
体
新
書
」
翻
訳
の
動
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
正
哲
は
お
そ
ら
く
比
較
的
早
期
に
翻
訳
の
業
に
参
加
し
た
こ
と

が
推
察
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
契
機
で
正
哲
が
玄
白
の
社
中
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
依
然
と
し
て
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
な

2
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高
井
東
雲
、
田
中
順
貞
、
服
部
玄
忠
、
大
沢
宗
哲
、
市
井
元
暇
、
原
仲
熊
、
藤
沢
舜
の
十
一
人
に
加
え
て
鑑
定
人
の
田
村
西
湖
な
ど
総
勢
百
五

人
を
数
え
、
総
出
品
点
数
は
約
九
百
点
に
も
上
る
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
。

桐
山
正
哲
が
こ
の
よ
う
に
大
規
模
な
薬
品
会
の
会
主
を
務
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
、
既
に
正
哲
が
江
戸
に
お
け
る
本
草
学
の
分
野
で
相

当
の
地
位
を
占
め
て
い
た
一
つ
の
証
左
と
見
倣
し
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。

た
○

白
雲
母
（
信
州
産
）
、
青
雲
母
（
河
州
産
）
、
黄
雲
母
（
紀
州
産
）
、
赤
雲
母
、
黒
雲
母
（
奥
州
産
）
、
白
石
英
（
佐
州
産
）
、
青
石
英
（
甲
州
産
）
、
黄

石
英
（
甲
州
産
）
、
黒
石
英
、
紫
石
英
（
奥
州
産
）
、
雌
黄
（
上
品
罠
喬
黄
）
、
雄
黄
（
上
品
鶏
冠
雄
黄
）
、
石
鐘
乳
（
武
州
産
）
、
孔
公
華
（
肥
後
州

産
）
、
段
菫
（
武
州
産
）
、
滑
石
（
漢
産
）
、
白
滑
石
（
和
州
産
）
、
青
滑
石
（
佐
州
産
）
、
黄
滑
石
、
烏
滑
石
（
野
州
産
）
、
檬
石
（
漢
産
）
、
礒
石

（
和
州
産
）
、
禺
余
粗
、
太
乙
余
根
（
東
都
産
）
、
陽
起
石
（
黒
色
）
、
陽
起
石
（
青
色
）
、
陽
起
石
（
白
色
）
、
青
塩
、
紅
塩
、
光
明
塩
、
岸
塩
、

椿
藤
子
、
波
斯
皇
莱
全
蟄
、
斑
奮
（
漢
産
）
、
斑
蚤
（
利
州
産
）
、
完
青
、
蛸
蛇
皮
、
鮮
魚
（
漢
産
）
、
鮫
鯉
（
即
穿
山
甲
）
、
璋
瑁
、
誼
、
珠

母
、
亀
甲
、
鼈
甲
（
漢
産
）
、
犀
皮
、
蛸
皮
、
牛
黄
、
象
皮
、
虎
骨

桐
山
正
哲
は
会
主
と
し
て
次
に
示
す
よ
う
な
鉱
物
、
植
物
、
動
物
の
標
本
四
十
九
点
を
出
品
し
た
。

丹
砂
、
石
膏
、
理
石
、
長
石
、
方
解
石
、
甘
草
、
人
参
、
沙
参
、
黄
精
、
偏
精
、
求
（
じ
ゅ
っ
）
、
淫
羊
種
、
黄
連
、
奏
充
、
独
活
、
升

麻
、
白
鮮
、
附
子
、
釣
藤
、
黄
蕊
、
桂
、
謄
八
樹
、
安
産
樹
、
廉
虫
、
牡
蛎
竜
骨
、
蜘
姑
、
鰐
魚
、
睨
肋
謄

右
の
物
品
の
中
に
は
、
現
在
で
も
仲
々
入
手
し
が
た
い
も
の
も
あ
る
。
二
、
三
解
説
す
る
と
謄
八
樹
は
オ
リ
ー
ブ
、
竜
骨
と
い
う
の
は
、
当

時
小
豆
島
か
ら
出
土
し
た
マ
ス
ト
ド
ン
の
化
石
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
蜘
姑
は
「
ら
っ
こ
」
と
読
み
〃
ザ
リ
ガ
’
一
〃
の
こ
と
で
、
「
津
軽
産
俗
名

３

（
５
）

現
在
岩
瀬
文
庫
に
伝
え
ら
れ
る
天
明
元
年
の
「
蹟
寿
館
薬
品
会
目
次
」
に
拠
れ
ば
鑑
定
人
田
村
西
湖
は
主
品
と
し
て
左
の
五
十
種
を
出
展
し
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正
哲
は
寛
政
二
年
（
一
七
九
○
）
お
よ
び
同
十
年
（
一
七
九
八
）
の
二
度
に
わ
た
り
江
戸
か
ら
津
軽
に
下
っ
た
こ
と
が
弘
前
藩
日
記
に
よ
っ
て

知
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
薬
品
会
よ
り
ず
っ
と
後
の
こ
と
で
あ
る
。
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
以
前
津
軽
に
下
っ
た
か
否
か
分
明
で
な
い
が
、
た

ぶ
ん
参
勤
交
代
で
津
軽
へ
往
来
し
た
同
僚
に
依
頼
し
て
津
軽
産
の
ザ
リ
ガ
ニ
な
ど
を
収
集
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
正
哲
は
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
十
二
月
二
十
日
浅
草
鳥
越
辺
か
ら
出
た
大
火
で
類
焼
し
、
し
ば
ら
く
は
小
屋
掛
け
で
生
活
し
た
の

で
あ
っ
た
か
ら
、
お
そ
ら
く
正
哲
の
収
集
品
も
灰
儘
に
帰
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

正
哲
の
ほ
か
に
弘
前
藩
関
係
で
は
、
江
戸
定
府
の
医
官
須
川
東
伯
は
主
と
し
て
津
軽
産
の
馬
脳
や
か
の
有
名
な
津
軽
半
島
の
舎
利
石
な
ど
を

出
品
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
注
目
す
べ
き
は
津
軽
産
の
農
（
カ
ブ
ト
ガ
こ
の
名
が
抜
見
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

カ
ブ
ト
ガ
ニ
は
現
在
日
本
で
は
北
九
州
と
瀬
戸
内
海
の
み
に
棲
息
す
る
生
き
た
化
石
と
い
わ
れ
る
節
足
動
物
で
あ
る
。
最
近
は
そ
の
体
液
が

エ
ン
ド
ト
キ
シ
ン
の
証
明
な
ど
医
学
的
に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。

今
か
ら
二
百
年
前
に
は
津
軽
の
海
に
い
た
カ
ブ
ト
ガ
ニ
が
い
つ
姿
を
消
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
浅
越
玄
隆
も
弘
前
藩
の
医
者
で
あ
っ
た
。
南

五
味
子
、
何
首
烏
（
か
し
ゅ
う
）
、
仏
頭
菊
の
三
点
を
出
品
し
て
い
る
。

石
類
一
三
四
種
を
一
括
展
示
し
た
の
は
白
井
万
蔵
で
あ
っ
た
。
「
津
軽
白
井
万
蔵
」
と
の
桑
記
さ
れ
て
お
り
、
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た

サ
ル
ヵ
｜
一
頭
中
有
白
石
番
名
オ
ク
リ
カ
ン
キ
リ
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
オ
ク
リ
カ
ン
キ
リ
」
は
正
し
く
は
「
オ
ク
リ
カ
ン
ク
リ
」
で
力
’
一

の
眼
の
意
で
あ
る
。
ザ
リ
ガ
’
一
の
頭
部
に
あ
る
結
石
よ
う
の
も
の
で
、
蘭
方
で
は
利
尿
剤
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
脇
肋
謄
（
お
っ
と
せ
い
）
は

オ
ッ
ト
セ
イ
の
精
で
、
強
壮
剤
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
津
軽
一
粒
金
丹
の
重
要
な
成
分
で
も
あ
る
。
晩
年
の
徳
川
家
康
も
こ
れ
を
服
用

し
た
と
い
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
は
正
哲
の
収
集
品
の
一
部
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
が
鉱
物
、
植
物
、
動
物
な
ど
多
方
面
の
標

本
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

1
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５

さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
の
興
味
を
ひ
く
事
実
は
、
こ
の
薬
品
会
の
出
品
者
の
中
に
杉
田
玄
白
、
中
川
淳
庵
、
桂
川
甫
周
、
石
川
玄
常
な
ど
が
名
を

連
ね
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
解
体
新
書
」
の
訳
業
の
中
心
人
物
で
、
正
哲
の
師
匠
格
に
当
た
る
人
た
ち
で
あ
っ
た
。

玄
白
の
出
品
物
は
サ
ン
ゴ
、
海
ホ
オ
ズ
キ
、
青
驚
羽
な
ど
で
あ
っ
た
。
「
青
蕊
羽
」
は
ク
ジ
ャ
ク
の
羽
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

中
川
淳
庵
は
元
来
、
物
産
、
本
草
の
学
を
好
亮
江
戸
に
上
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
付
の
医
師
に
も
、
度
々
会
見
し
て
、
か
の
国
の
物
産
に

つ
い
て
質
問
を
発
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
淳
庵
の
出
品
物
は
、
ダ
チ
ョ
ウ
の
卵
、
エ
ブ
リ
コ
、
ア
ロ
エ
、
サ
ァ
ク
ヒ
ス
な
ど
で
あ
っ
た
。

石
川
玄
常
は
鯨
の
骨
の
化
石
、
沙
箸
（
ウ
ミ
ャ
ナ
ギ
）
を
出
品
し
、
桂
川
甫
周
は
竜
骨
な
ど
十
類
点
出
品
し
た
。
こ
の
竜
骨
は
讃
州
小
豆
島

産
で
前
述
し
た
ご
と
く
マ
ス
ト
ド
ン
の
化
石
で
あ
る
。
以
前
、
平
賀
源
内
が
所
有
し
て
い
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

玄
白
が
弟
子
で
後
に
「
解
体
新
聿
自
」
を
改
訂
し
て
「
重
訂
解
体
新
聿
昌
」
を
上
梓
し
た
大
規
玄
沢
は
エ
ジ
プ
ト
の
ミ
イ
ラ
や
そ
の
中
か
ら
取
り

出
し
た
項
蓋
骨
、
ウ
ニ
コ
ー
ル
な
ど
を
出
品
し
た
。
当
時
と
し
て
は
め
っ
た
に
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
珍
品
、
奇
品
の
数
々
で
あ
っ
た
と
い
つ

か
は
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

樋
口
道
泉
も
江
戸
定
府
の
医
官
で
あ
っ
た
。
石
弩
（
い
し
ゆ
み
）
、
石
脳
、
馬
脳
、
ル
ザ
ラ
シ
（
蛇
木
）
石
鏥
を
出
品
し
た
。

以
上
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
弘
前
藩
に
は
正
哲
を
中
心
と
し
て
本
草
学
に
興
味
を
有
す
る
医
官
な
ど
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
が
容
易
に
首
肯

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

出
し
た
頭
蓋
骨
、
ウ
’
一
コ
‐

て
も
決
し
て
過
言
で
な
い
。

こ
の
よ
う
に
盛
大
な
薬
品
会
を
主
催
す
る
に
当
た
っ
て
、
会
主
の
正
哲
は
そ
の
準
備
に
多
忙
を
極
め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
天
明
元
年
（
一
七

八
一
）
は
、
正
哲
が
「
解
体
新
聿
昌
」
翻
訳
の
業
に
参
加
し
た
明
和
の
未
年
、
安
永
の
初
年
よ
り
、
お
よ
そ
七
、
八
年
経
過
し
て
い
る
が
薬
品
会

の
出
品
者
の
顔
ぶ
れ
か
ら
す
る
と
正
哲
が
右
に
述
べ
た
人
々
と
頻
繁
な
交
遊
が
続
い
て
い
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
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筆
者
の
調
査
に
よ
っ
て
、
正
哲
の
近
親
者
に
も
本
草
学
者
が
い
た
こ
と
が
最
近
明
か
と
な
っ
た
。

彼
は
桐
山
正
怡
と
称
し
、
赤
水
と
号
し
た
。
江
戸
屋
敷
近
く
に
住
し
て
、
そ
の
居
を
「
峰
陽
館
（
え
き
よ
う
か
ん
）
」
と
称
し
た
。
「
嵯
陽
」

は
「
峰
山
」
の
陽
（
翠
な
み
）
の
意
で
、
峰
山
の
陽
に
産
す
る
キ
リ
は
琴
を
作
る
に
良
い
と
言
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
「
峰
陽
の
桐
」
に
ち
な
ん

（
３
）

で
「
峰
陽
館
」
と
称
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
人
物
が
正
哲
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
は
本
誌
に
既
に
発
表
し
た
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
江
戸

中
期
の
青
森
県
の
文
化
史
を
語
る
た
め
に
は
、
本
草
学
を
巡
る
桐
山
正
哲
た
ち
の
動
向
を
研
究
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ

と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
正
哲
が
「
解
体
新
書
」
の
訳
業
へ
参
加
し
た
動
機
が
何
で
あ
っ
た
か
は
、
今
慥
に
解
決
出
来
な
い
問
題
で
あ
る
。

若
年
の
こ
ろ
よ
り
本
草
学
を
好
象
、
田
村
西
湖
の
門
に
学
び
、
そ
の
関
係
で
同
じ
く
本
草
学
に
造
詣
の
深
か
っ
た
中
川
淳
庵
の
知
遇
を
得
て

「
解
体
新
書
」
の
訳
述
の
会
の
一
員
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

あ
る
い
は
ま
た
、
先
に
訳
述
の
会
に
入
り
、
そ
こ
で
中
川
淳
庵
と
呪
懇
と
な
り
、
そ
の
手
引
き
で
田
村
西
湖
の
門
に
学
び
、
本
草
学
を
専
攻

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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年

（
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山
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「
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ShotetsuKiriyama,aphysicianoftheHirosaki

FeudalClanandtheExhibitionofNaturalHistOry

inSaiju-kan

bv
‘

AkitomoMATSUKI

Inl781,abigexhibitionofnaturalhistorywasheldatSaijukan,themedicalschooloftheTokugawaShognate,under

thepresidencyofShotetsuKiriyamawhowasaphysicianoftheHirosakifbudalclan.

SeikoTamura,apreceptorofKiriyamainnaturalhistoryjoinedthisexhibitionascuratorofthespecimens.

Onehundredandfivememberspresentedatotalnumberofoverninehundredspecimensinthisexhibition.

ThenamesofGenpakuSugita,JunanNakagawa,Geniolshikawa,GentakuOhtsukiwhohadbeenactivemembersof

thetranslationof@GKaitai-Shinsho''werefbundonthelistofthisexhibition.

ThefactthatthisbigexhibitionwasheldunderthepresidencyofShotetsuKiriyamawouldsuggestthataclosefi･iend-

shiphadbeenmaintainedamongKiriyamaand<GKaitai-Shinsho''membersof.thetranslationgroupatthattime,whensome

7yearshadpassedsincethepublicationof@4Kaitai-Shinsho''.

（
唖
国
司
）
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三
月
例
会
三
月
二
十
二
日
（
土
）

二
月
例
会
二
月
二
十
三
日
（
土
）

順
天
堂
大
学
医
学
部
九
号
館
一
番
教
室

一
腸
線
（
カ
ッ
ト
グ
ッ
ト
）
の
日
本
へ
の
導
入
に
つ
い
て

蔵
方
宏
昌

二
ロ
ー
ヤ
ル
・
タ
ッ
チ
に
つ
い
て
（
ス
ラ
イ
ド
供
覧
）立

川
昭
二

二一

日
本
医
史
学
会
例
会
記
事

順
天
堂
大
学
医
学
部
九
号
館
一
番
教
室

長
谷
寺
験
記
に
ゑ
る
治
病
利
生
に
つ
い
て
関
根
正
雄

島
津
斉
興
に
関
す
る
戸
塚
家
文
書
二
点
戸
塚
武
比
古

(126） 238



日
本
医
史
学
会
会
則
抄

第
一
条
こ
の
会
は
、
日
本
医
史
学
会
Ｑ
脚
冒
ロ
昏
骨
ご
旦
巨
の
島
８
｝

国
営
○
ご
）
と
い
う
。

第
二
条
こ
の
会
は
、
事
務
所
を
〒
畑
東
京
都
文
京
区
本
郷
二
’
一
ｌ
一

順
天
堂
大
学
医
学
部
医
史
学
研
究
室
内
に
お
く
。

第
三
条
こ
の
会
は
、
医
史
を
究
研
し
そ
の
普
及
を
は
か
る
を
目
的
と
す

る
。

第
四
条
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
次
の
事
業
を
行
う
。

①
学
術
集
会
、
そ
の
他
講
演
会
、
学
術
展
観
の
開
催
等

③
機
関
紙
「
日
本
医
史
学
雑
誌
」
「
日
本
医
史
学
会
会
報
」
お
よ
び
関

係
図
書
等
の
刊
行
。

⑥
日
本
の
医
史
学
界
を
代
表
し
て
、
内
外
の
関
連
学
術
団
体
等
と
の
連

携
④
そ
の
他
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業

第
五
条
こ
の
会
の
会
員
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

①
正
会
貝

こ
の
会
の
目
的
に
賛
同
し
会
費
年
額
五
、
○
○
○
円
を
納
め
る
者

た
だ
し
、
外
国
居
住
者
は
年
額
鋤
ド
ル
と
す
る
。

②
名
誉
会
員

こ
の
会
に
対
し
功
績
顕
著
で
あ
っ
た
者
で
評
議
員
会
の
議
決
な
ら
び
に

総
会
の
承
認
を
得
た
者
。

③
賛
助
会
員

こ
の
会
の
目
的
事
業
に
賛
助
し
会
費
年
額
一
○
、
○
○
○
円
以
上
を
納

め
る
者
、
ま
た
は
団
体
。

第
六
条
正
会
員
に
な
ろ
う
と
す
る
も
の
は
評
議
員
の
紹
介
に
よ
り
、
理
事

長
の
承
認
を
得
て
入
会
金
二
、
○
○
○
円
お
よ
び
そ
の
年
度
の
会
費
を
添

え
て
所
定
の
入
会
申
込
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
・

第
七
条
名
誉
会
員
は
次
の
各
号
の
何
れ
か
に
該
当
し
理
事
会
、
評
議
員
会

が
功
績
顕
著
と
認
め
た
者
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。

仙
三
十
年
以
上
の
在
籍
正
会
員
で
あ
っ
て
七
十
歳
に
達
し
た
者
。

②
前
理
事
長
。

③
正
会
員
ま
た
は
外
国
人
で
功
績
顕
著
な
者
。

名
誉
会
員
は
終
身
と
し
て
会
費
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
賛
助
会
員
に
な
ろ
う
と
す
る
者
も
第
六
条
に
準
ず
る
。

第
九
条
第
六
条
及
び
第
八
条
の
会
員
の
資
格
取
得
は
会
費
納
入
日
よ
り
始

ま
る
。

第
十
条
会
員
に
は
次
の
権
利
が
あ
る
。

の
こ
の
会
の
発
行
す
る
機
関
誌
の
無
償
配
布
を
う
け
る
こ
と
。

②
機
関
誌
に
投
稿
す
る
こ
と
。

③
総
会
、
学
術
大
会
、
学
術
集
会
そ
の
他
の
事
業
に
参
加
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
会
員
は
、
会
費
を
前
納
し
総
会
の
議
決
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
十
二
条
会
員
は
次
の
事
由
に
よ
っ
て
そ
の
資
格
を
失
う
。

①
退
会

②
会
費
の
滞
納
が
一
年
以
上
を
経
過
し
た
と
き
。

⑧
禁
治
産
、
準
禁
治
産
ま
た
は
破
産
の
宣
告
。

側
死
亡
、
失
除
宣
告
ま
た
は
会
員
で
あ
る
団
体
の
解
散
。
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文
部
省
科
学
研
究
費
学
術
定
期
刊
行
物
補
助
金
を
受
け
る

本
誌
は
昨
年
度
に
ひ
き
つ
づ
き
文
部
省
の
科
学
研
究
費
補
助
金
の
交
付
を

受
け
て
刊
行
し
て
い
る
。

⑤
第
十
四
条
に
よ
る
除
名
処
分
。

第
十
三
条
こ
の
会
に
は
、
年
一
回
学
術
大
会
を
主
宰
す
る
た
め
に
会
長
を

一
名
お
く
。

１
こ
の
会
は
学
術
大
会
を
毎
年
一
回
開
催
し
、
学
術
集
会
は
随
時
開
催

す
る
。

２
会
長
は
、
理
事
会
の
推
薦
に
よ
り
、
通
常
総
会
毎
に
理
事
長
が
委
嘱

す
る
。

３
会
長
の
主
宰
す
る
学
術
大
会
は
、
こ
の
会
の
通
常
総
会
と
同
時
点
で

開
催
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
が
や
む
を
得
な
い
事
情
の
あ
る
場
合
は

評
議
員
会
ま
た
は
総
会
の
承
認
を
得
て
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
会
長
の
任
期
は
、
学
術
大
会
を
議
決
し
た
通
常
総
会
の
翌
日
か
ら
次

の
学
術
大
会
を
終
了
す
る
と
き
ま
で
と
す
る
。

５
会
長
は
必
要
に
応
じ
理
事
会
に
出
席
し
こ
れ
と
密
接
な
連
絡
の
も
の

と
に
計
上
予
算
を
勘
案
し
て
企
画
運
営
す
る
。

６
会
長
に
事
故
あ
る
と
き
、
ま
た
は
欠
け
た
と
き
は
新
に
会
長
を
委
嘱

す
る
ま
で
理
事
長
が
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

７
会
長
は
、
学
術
大
会
関
係
事
務
を
委
嘱
す
る
た
め
に
、
会
員
の
う
ち

か
ら
学
会
委
員
若
干
名
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８
学
術
集
会
は
、
随
事
理
事
長
主
宰
の
も
と
に
開
く
こ
と
が
で
き
る
。

発
行
期
日
年
四
回
（
一
月
、
四
月
、
七
月
、
十
月
）
末
日
と
す
る
。

投
稿
資
格
原
則
と
し
て
本
会
会
員
に
限
る
。

原
稿
形
式
原
稿
は
他
雑
誌
に
未
発
表
の
も
の
に
限
る
。
和
文
の
表
題
、
著

者
名
の
つ
ぎ
に
欧
文
表
題
、
ロ
ー
マ
字
著
者
名
を
記
し
、
本
文
の
終
り
に

欧
文
抄
録
を
添
え
る
こ
と
。

原
稿
は
二
百
字
ま
た
は
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
に
縦
書
き
の
こ
と
。

原
稿
の
取
捨
選
択
、
掲
載
順
序
の
決
定
は
編
集
委
員
が
行
な
う
。
ま
た
編

集
の
都
合
に
よ
り
加
除
補
正
す
る
こ
と
も
あ
る
。

著
者
負
担
表
題
、
著
者
名
、
本
文
（
表
、
図
等
を
除
く
）
で
五
印
刷
．
ヘ
ー

ジ
（
四
百
字
原
稿
用
紙
で
大
体
十
二
枚
ま
で
）
は
無
料
と
し
、
そ
れ
を
超
え

た
分
は
実
費
を
著
者
の
負
担
と
す
る
。
但
し
欧
文
原
著
に
お
い
て
は
三
印

刷
。
ヘ
ー
ジ
ま
で
を
無
料
と
す
る
。
図
表
の
製
版
代
は
実
費
を
徴
収
す
る
。

校
正
原
著
に
つ
い
て
は
初
校
を
著
者
校
正
と
し
、
二
校
以
後
は
編
集

委
員
会
に
て
行
な
う
。

別
刷
別
刷
希
望
者
に
は
五
十
部
単
位
で
実
費
に
て
作
成
す
る
。

原
稿
送
り
先
東
京
都
文
京
区
本
郷
二
丁
目
一
の
一
、
順
天
堂
大
学
医
学
部

医
史
学
研
究
室
内
日
本
医
史
学
会

編
集
委
員
大
鳥
蘭
三
郎
、
大
塚
恭
男
、
蔵
方
宏
昌
、
酒
井
シ
ヅ
、
樋
口
誠

太
郎
、
三
輪
卓
爾
、
室
賀
昭
三
、
矢
数
圭
堂
、
矢
部
一
郎

編
集
顧
問
小
川
鼎
三
、
Ａ
・
Ｗ
・
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン

事
務
担
当
鈴
木
滋
子

『
日
本
医
史
学
雑
誌
』
投
稿
規
定
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日
本
医
史
学
会
役
員
氏
名
（
五
十
音
順
）

理
事
長
小
川
鼎
三

会
長
鈴
木
勝

常
任
理
事
大
鳥
蘭
三
郎
大
塚
恭
男

宗
田
一

会
計
監
事
大
滝
紀
雄
古
川
明

理
事石

原
明
石
原
力
大
塚
恭
男

大
鳥
蘭
三
郎
大
矢
全
節
緒
方
富
雄

小
川
鼎
三
蒲
原
宏
酒
井
シ
ヅ

酒
井
恒
佐
藤
美
実
鈴
木
勝

宗
田
一
中
野
操
長
門
谷
洋
治

藤
野
恒
三
郎
三
木
栄
矢
数
道
明

谷
津
三
雄
矢
部
一
郎
山
形
敞
一

幹
事蔵

方
宏
昌
酒
井
シ
ヅ
杉
田
暉
道

谷
津
三
雄
矢
部
一
郎

評
議
員青

木
一
郎
赤
堀
昭
安
芸
基
雄

阿
知
波
五
郎
石
原
力
今
市
正
義

岩
治
勇
一
内
田
醇
江
川
義
雄

大
滝
紀
雄
岡
田
博
片
桐
一
男

川
島
恂
二
久
志
本
常
孝
榊
原
悠
紀
田
郎

末
中
哲
夫
杉
田
暉
道
鈴
木
正
夫

鈴
木
宜
民
関
根
正
雄
瀬
戸
俊
一

高
木
圭
二
郎
高
瀬
武
平
高
山
坦
三

田
代
逸
郎
田
中
助
一
津
田
進
三

筒
井
正
弘
士
屋
重
朗
中
川
米
造

編
集
後
記

二
六
巻
二
号
が
大
へ
ん
遅
れ
ま
し
た
こ
と
を
お

詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。
本
号
は
印
刷
所
で
校
正
刷

が
盗
難
に
逢
う
と
い
っ
た
思
わ
ぬ
事
故
で
遅
れ
ま

し
た
が
、
一
方
、
朗
報
と
し
て
、
本
号
で
中
国
か

ら
初
め
て
投
稿
を
得
ま
し
た
こ
と
を
お
伝
え
し
ま

す
。
本
誌
は
昭
和
三
年
か
ら
日
本
医
史
学
会
の
機

関
誌
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
中
華
人
民
共
和
国
か

ら
の
投
稿
を
得
ま
し
た
の
は
今
回
が
初
め
て
で

す
。
す
で
に
欧
米
各
国
か
ら
の
投
稿
を
得
て
、
本

誌
も
国
際
的
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま

名
誉
会
員

赤
松

王
丸

吉
岡 中

沢
修

服
部
敏
良

富
士
川
英
郎

本
間
邦
則

三
浦
豊
彦

守
屋
正

山
田
光
胤

山
中
太
木

博金
人勇芳

中
西
啓
中
山
沃

樋
口
誠
太
郎
福
島
義
一

古
川
明
堀
江
健
也

丸
山
博
松
木
明
知

三
輪
卓
爾
室
賀
昭
三

矢
数
圭
堂
山
下
喜
明

安
井
広
矢
部
一
郎

米
田
正
治
渡
辺
左
武
郎

（
理
事
の
名
は
省
略
）

石
川
光
昭
大
塚
敬
節

杉
靖
三
郎
三
廼
俊
一

し
た
。
ま
た
国
内
か
ら
の
投
稿
も
増
え
、
最
近
は

雑
誌
の
内
容
が
充
実
し
原
稿
も
豊
富
に
な
り
編
集

委
員
会
と
し
て
も
有
難
く
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第

で
あ
り
ま
す
。
今
後
と
も
会
員
諸
氏
の
御
支
援
、

御
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

投
稿
さ
れ
る
際
に
は
投
稿
規
定
に
沿
っ
て
形
式

を
整
え
て
御
投
稿
下
さ
る
よ
う
重
ね
て
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。
皆
様
の
御
協
力
に
よ
り
日
本
医
史

学
雑
誌
が
益
々
充
実
す
る
こ
と
を
念
願
し
て
お
り

ま
す
。

（
矢
数
）

昭
和
五
十
五
年
四
月
二
十
五
日
印
刷

昭
和
五
十
五
年
四
月
三
十
日
発
行
一

日
本
医
史
学
雑
誌

第
二
十
六
巻
第
二
号

編
集
者
代
表
大
鳥
蘭
三
郎

発
行
者
日
峠
藷
史
棹
樒
鼎
三

〒
一
三
東
京
都
文
京
区
本
郷
一
工
‐
一

順
天
堂
大
学
医
学
部

医
史
学
研
究
室
内

振
替
東
京
本
三
一
三
つ
番

製
作
協
力
者
金
原
出
版
株
式
会
社

日
本
医
学
文
化
保
存
会

、
〒
一
三
東
京
都
文
京
区

湯
島
二
１
二
‐
西

印
刷
所
三
報
社
印
刷
株
式
会
社

〒
一
美
東
京
都
江
東
区
亀
戸
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巻
冊

３
１
全
全
医
範
提
綱
本
文

土
佐
椿
手
漉
和
紙
・
粘

綱
綱
巧
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷

提
提
岬
識
雛
貼
特
製
帷
入

範
範
確
孵
憾
喝
蠅
荊

医
医
タ
イ
プ
印
刷
鰻
紺
地

布
貼
特
製
帷
入

蘭
景
爾
景

和
内
和
内
限
定
版
一
一
一
○
○
部

頒
価
三
八
、
○
○
○
円

クルムスターザ、ル

・ア ナトミアー、＊.，,，~･

鐘臘錨謹
蘭
学
事
飴
で
主
役
を
減
ず
る
タ
ー
ヘ
ル
・
ア

ナ
ト
ミ
ア
は
解
体
新
香
翻
訳
の
原
著
で
、
ド
イ

ツ
語
の
原
著
鋪
二
版
の
蘭
訳
本
で
あ
る
。

今
年
は
解
体
新
書
出
版
二
○
○
年
に
あ
た
る
。

こ
の
歴
史
的
な
機
会
を
一
層
意
義
あ
る
も
の
と

す
る
た
め
、
，
わ
れ
わ
れ
の
先
駆
者
が
使
用
し
た

の
と
同
一
版
の
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
を
復

刻
。
別
巻
と
し
て
小
川
・
締
方
川
先
生
の
解
脱

と
、
解
体
新
諜
全
四
巻
の
縮
写
版
を
添
付
。

‐
蝉
撚
戎
‐

蝉
柵
忠

粍
呼
訟
‐

付
・
別
巻

解
体
新
書
（
縮
写
版
）

限
定
五
○
○
部

価
二
五
、
○
○
○
円

送
料
四
五
○
円

言
‐
．
“
Ｊ
ず
げ
Ｆ
牙
郎
Ｎ
９
Ｒ
手
吋
堵

解
説

録
珊
本
書
は
、
華
岡
青
洲
シ
ー
ポ
ル
ト
に
帥
事
し
て
出
藍

柵
全
鯉
辮
卿
畔
撚
綿
鰯
畔
獺
認
郷
蝿

瘍
鵠
鮭
鍬
融
濡
鵠
鯉
浦
麓
駐
鯲

続
て
い
る
。
内
科
秘
録
は
、
玄
調
六
十
一
才
の
著
で
、
漢
方
内
科
に

非
凡
の
学
識
を
示
し
、
再
度
当
時
の
医
学
界
を
驚
嘆
さ
せ

た
も
の
で
あ
る
。

柵
鋼
翻
舗
撫
織
蝋
噛
鱗
黙
灘
緋
鰯
需

－
ｒ
日
も
依
然
と
し
て
光
彩
を
放
っ
て
い
る
。
こ
の
巧
芸
版
は

護
作
岬
報
に
御
調
に
鯉
辨
時
杜
慨
旅
磁
術
回
報
詫
岬
研
紅
て
識
．

瘍
《
属
資
料
と
し
て
、
ま
た
、
古
典
籍
愛
好
康
の
鑑
賞
用
保

存
用
と
し
て
、
貴
重
な
文
献
で
あ
る
。
（
矢
数
道
明
氏
蔵
）

柵
部
繍
鯏
繩
獅
綱
蔀
灘
郷
聯
蠅
蝋
鰄
紺
燃
馴

科内調玄間本
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必戒'‘γs"急加@ぬs"""舵〃卵γαcA99雌ﾉ"(FerdinandEnke,1970)p.513.

12)Eulner,p.32.

13)Eul'ler,pp.656-670.
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thescientificlaboratoryinthePhilosophicalFacultyfromthel830s

On.AfterthedeathofJohannesMiiller,hissuccessor,EmilH.Du-

BoisReymond,belatedlycreatedhisphysiologicalinstitutel5).

JSt""噸‘抗‘〃‘伽‘α"d77te""J"""se

Theabove-statedfburconditionswereneithernecessarvnor
l

sufHcientfbrscientizationofmedicine.Theywerepurelyhistorical,

accidentalandparochialcauses.Oncescientizationofmedicineis

completed,however,itssystemcanbeuniversalandeasilytransfbr-

rabletoothernewcountrieslikeJapan,wheretraditionswere

politicallysweptawayandanentirelynewsystemwassought.The
conditionsfbrthosewhostartedthesCientizationOfmedicinewere

entirelydiflbrentfifomtheconditionsibrthosewhoseektoimport

analreadyscientizedmedicine.

InlatenineteenthcenturyJapan,scientizedmedicine(ormedical

science)wasimportedexclusivelyfi､omGermany.Germanscientized

medicinenowgainedofficialsanctionasopposedtotraditionalKt"ゆ0

漢法(Chinese-style)medicine.

Modernsciencehasnotablecharacterofuniversality>whichin

thiscasewasutilizedtosuppresslocal,parochialtraditionalmedicine.

Modernsciencepresupposesaclear-cutsolution,whichprovidesthe

bestcriterionfbrcompetitivewrittenexaminations.Thus,modern

medicalsciencewasprogrammedintoandnicelyfttedtothesystem
ofmedicallicenseexamination.

Nowtobecomealegitimatephysicianwithauthority,onehadto

passalicenseexaminationmainlygivenintestablesubjects，suchas

physiologyandanatomy,butnotequallyapplicabletoclinical

experience・Consequently,medicallicenseesibrmedanewmedical

profbssion,separatingthemselvesfromthetraditionalphysiciang

community.Thequalificationsfbrinductionintothenewmedical

establishmentweremasteryofmodernscientizedmedicineand

commandoftheGermanlanguage.

(Thisisfarfifomafinishedpaper,aslrathe,、intentionally

adoptedaninfbrmalcolloquialstylefbrpresentationtothisparticular
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havebeenbetterlocatedinthePhilosophicalratherthantheMedical

Faculty,butthebeachheadofmathematicsandphysicsinthe

PhilosophicalFacultywasmoreremotelylinkedtochemistryand

physiologythanthatofanatomyintheMedicalFaculty.

4."s"虹t

WhileacademicfifeedomandMz虹ゆん"“ゆん〃canbemaintained

onlywithclassroomsandlecture-platlbrms,modernscientificresearch

cannotbedonewithoutacertainamountofinstrumentation,labora-

toryandresearchapprenticeship.Thegloryandreputationofthe

Germanuniversitiesintheearlvnineteenthcenturvrestedmainlvon
‘ ず '

lecture-platibrmphilosophy.Theinfi･astructureofthePhilosophical

Faculty,suchasfifeedomofteachingandlearning,P"zﾉα"0""

ん0"0γαγ加加,andhighmObilityofstudentsandteachers,wasdesigned

topromotesuch@cthcatrical''subiectsorstudy.However，itisrather

obsoletefbrthepromotionofmodernexperimentalscience.Itis

certainlysignificantthattheUniversityofBerlinhad,fi･omits

inception,aspecialinstrumentfbrthepromotionofresearchcalled

勘”"αγ,inwhichanoutstandingprofbssorandselectedstudents

enjoyedfacilitiesandstipends,likcFriedrichWolH'sclassicalseminar.

ThemedicalclinicalsoenjOyedacertainamountofallocatedbudgets,

whichwerenotavailabletootherteachers,whosefInancewerelimited

totheho720γαγ紅ofstudents、andaregularsalaryifoneheldaprofbs-

sorship.

JustusLiebig'scelebratedchcmicalI"s""establishedinthel820s

wasasignificantl)reakthrough.Itwasimitatedbymanyother

universities,wherclaboratoriesofexperimentalsciencewerecreated

andbudgeted，usuallytwiceasmuchastheseminarsfbrnon-

experimentalsuhiects.Liebiginhisrecollectionsaidthathecould

nothavebeensuccessfillincrcatinganinstitutionalnoveltyhadhe

beeninabiguniversitylikeBerlinwithitsinhibitiveacademic

bureaucracy.Inl848,pharmaccuticalstudentspetitionedtocreatea

ChemicalInstitutcintheUniversitvofBerlinbutitwasdelaved
ご

untill86014).

TheMedicalFacultymusthavcbeeninHuencedbythesuccessof
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chemistry'spenetrationthroughtheuniveI､sitywallwasdelayed℃hieHy

becauseofitslackofacounterpartinthetraditionaluniversity
cul､riCulum.

Bythesametoken,thepre-existenceofananatomicalchairwas

cruciallyimportantinbuildingabeachheadibrthelandingofmodern

scienceinthepracticallyorientedMedicalFaculty.IntheGerman

universitiessincethesixteenthcenturyanatomyaccompaniedby

botany(枕α彫γiα瓶β〃")enteredtheuniversityandplayedavanguard

rolewithitsempirico-positivisticapproachinexpellingthecenturies-

oldscholasticspeculativecurriculum'2).

Upuntilthe,nid-eighteenthcentury,however,a,,analomist

couldnotsupporthimselfbyteachingonlyanatomybutwas

compelledtoteachothersubiectslikesurJryandobstetricsfbrhis

livelihood，Intheearlyninetcenthcentury,withthe'､iseofthe

urbanbourgeoisie>medicalpracticebecameanattractivevocation.

Thenumberofmedicalstudentsrose,medicalteachinginthe

universitiescommandedpeople'sconiidence,andalongsidethese

events,thechairofanatomybecameanestablishedstronghold.

Anatomyisprimarilyaneducationalsubiecttogivestudentsa

knowledgeofhumanbody,andisnotdirectlyresponsiblefbl，clinical

treatment.Isolatedfi･omthemainpartoftheMedicalFaculty,the
anatomistassimilatedhimselfmoretowardtheresearchscientistrather

thanphysiciansinhisbehavio,、andwayofthinking,outofwhich

medicalscienceemergedindependentofclinicalpractice.Hecxlended

hisinterestinvivisectiontoanimaldissection,comparativeanatomy,

pathologicalanatomyandfilrthermoretohistologywiththedevelo-

pmentofthemicroscope.Eventually,onthislineofdevelopment,

modernscientificphysiologyndphysiologicalchemistrycameinto

existence.Inthemid-nineteenthcenturvGermanuniversities，a
〃 "

physiologicalchaircametobeindependentlyestablishedbranched

oH､丘omtheanatomicalchair,andinturninthelate-nineteenth

centurychairsofphysiologicalchemistrywercestablishedinmany

universitiesl3).Asthechairsofphysiologicalchemist'､yandeven

physiologyemergedwithoutclosetiestoclinicalmedicine,theymight
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一

Tal,恥面I.NumberofStudentsandTeachersattheFoundingTime

oftheUniversityofBerlin
－

|Medici｡O|Phi'osophy|Theo!･gylLa"Faculty

２
０
２

１
３
１

７
４
６

１
１

１３
４
３

５９
４
３

２Students

Teachers

FullProfbssors

1.Anatomy,surgery,gynecologyandobstetrics.

2.Animalchemistry,pharmacology,pharmaceutics,prescription

andphysiology.

3.Psychology,psychiatryandpsychotherapy.

4.Introductiontomedicine,symptomologyandpathology'0).

Thistableshowshisclearvisionofthecomingageofthescientization

ofmedicineonegenerationlater.Inactualpractice,suchanidealistic

plancouldnotberealizedovernight.Reil'svisionaryphilosophical
inclinationdidnotendearhimtothepragmatico-empiricallyoriented

Hufbland.UnderthedeanshipofHufbland,theMedicalFacultyof

theUniversityofBerlinstartedwithfburchairs;medicalclinic(Reil
incharge),medicalpoliclinic(Hufbland),surgeryandanatomy,soon

fbllowedbyobstetricsandasecondsurgicalchair.Thechairsof

physiologyandphysiologicalchemistrywereestablishedaslateasl855
andl877,respectively'1).

Itisaconventionalassessmentofthehistoriansofsciencethat

theestablishmentofempirico-experimentalnaturalsciencewasdelayed
fbrathirdofcenturv，becauseofthedominanceofA/iz加赦h"“叩〃e

″ゾ

intheGermanuniversities.However,weshoUldnotunderestimate

Reil'sphilosophicalspeculationwhichledhimtoenvisionthe
scientizationandtheoretizationofmedicine.

3．A""0加γ
一

Whenmodernsciencelandedontheshoresoftheoldconservative

institutionsofmedievalorigin,apre-existingbeachheadmusthave

playedadecisivelyinstrumentalrole.Thus,themedievalcurricula
ofPIatonic9"α"α"iz""andAristotelianP"sictzwereinductorsof

modernmathematicsandphysicsduringtheeighteenthcentury,while
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FacultyandDeanFriedrichSchleiermacheroftheTheologicalFaculty,
theidealofphilosophersheldswayovertheUniversityupuntilthe
1820s.FichtedemandedthattheUniversitybereorganizedintoa
singlefacultyofphilosophybydisbandingtheolderfacultiesof

theology,lawandmedicine.ThelessaggressiveSchleiermacher

claimedthattheUniversityshouldbethecenterfbrteachingand
Bi〃""g;thoughheagreedtopreservetheotherprofbssionalfaculties
assubordinatetophilosophy,researchactivitiesshouldbetransfbred

solelytotheacademies8).

WithintheUniversity,thepowerofromanticandspeculative
､Nni"秒ﾉi"“妙〃ehadsuppressedtheriseoftheopposingempirical
schoolupuntilthel820s.

WhenJohannesMdller,afbunderofmodernphysiology,triedtofind
apostintheuniversitiesaroundl820s,theMinistryofEducation

selectednewrecruitsaccordingtohisinclinationto"""ゆん""叩〃た，
andmostofthemedicalprofessorswerefbllowersofthisschool.

Though〃跡"ゆん"“妙〃βasadvocatedbyFriedrichSchellingand
HenrikSteffbnsishal､dlycomprehensibletocontemporaryreaders,it

mighthavefimctioned,especiallyinitsnascentstageofascienti6c
discipline,asastimulantofinterestintheoverallconcernofnature

andthemethodologyofguidingresearch.

Mz加噸"/"かたcreatedaconHictpointintheearlyyearsofthe
’‘

MedicalFacultyattheUniversityofBerlin.Itappearedinastrifb
betweenReil,afbllowerofSchelling'sMz#"功ﾉｶ""かた,andChristian

W.Hufbland,apracticalclinician.Inorganizingthenewuniversity、‘J

Hufblandproposedaplantoemphasizepracticalandempirical
subiectsinsteadofspeculativeones,modellingthecurriculumafter

technicalschools.Eventuallyhesucceededtomakemedicinethe

largestfacultywithintheUniversityasindicatedinTablelll,while

inaverageGermanuniversities,theMedicalFacultyisrepresented〃

onlyl5to20%ofthetotaluniversityfaculty9).”

Ontheotherhand,Reilfbrmulatedaradicallyneworganization〃

planfbrtheMedicalFaculty.Thecourseshepresentedareclassified

intothefbllowingfburgroups:エ

rQ、
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theypassedthe鋤""ゆγ”"9,thestudentnumbersappeartoindicate

thepopularityofthespecializedfaculty.Ontheotherhand,the

numberoffacultvmembersmoreorlessreHectstheinterestof
l

administrationasthemajorityofthemwerepaidprofbssors.Inactual

practice,however,studentscouldattendanycourseinanyfaculty.

Thosestudentswhochosemedicineastheirfiltureprofbssionstill

attendedheavilythecoursesgivenatthePhilosophicalFaculty,such

asacademicphilosophyandchemistryasthebasicsubjectsOftheir

fi,turediscipline・Thus,thePhilosophicalFaculty,besidetraining

itsownphilosophystudents,stilltookcareofbasicandgeneral

educationfbralargenumberofthestudentsenrolledinother

profbssionalfacultiesashadbeentheirsoledutybefbre.

Theriseofreputationandprestigeofphilosophicalsubjects

precededinstitutionalrefbrmevenbacktotheeighteenthcentury,

and'nanystudents,thoughnotheadedfbrfilturespecialization,were

attractedtothetheatricalperfbrmanceofJohannG.Fichteandother

starlecturersofthePhilosophicalFaculty.Whilestudentsofmedicine

wereexposedtothenewly-risingscientificdisciplinesgiveninthe

PhilosophicalFaculty,theymusthavebeenaccustomedtotreating

thingsinascienti6cwayanddevelopedthementalhabittoesteem
thenewmodeofscientificresearch.

Inotherwords,thescientizationofmedicinewasinfiltratedinto

medicalstudents,mainlvduetoacademicfi､eedom(orrather,the
・

amorphicsystem)topermitthefi･eeattendanceatthecoursesgiven

inotherfaculties.ThistrendbecameincreasinglyintenseaStime

passed,sincethePhilosophicalFacultygainedstillmoreprestigeand

better-knownlecturersduringthecourseofthenineteenthcentury.

2."""ゆん"“叩〃e

Themixedevaluationof"""城""叩"ehasbeenalwaysan

embarassingproblemtorationallymindedhistoriansofscienceand

remainseveiFchallengingfbrthem.IntheearlyyearsoftheUni-

versityofBerlin,theschoolofMzjzjゆん"“妙〃edominatednotonlythe

intellectualclimateoffacultyandstudentsbuttheacademicpolitics

ofthefbundingtimeaswell.,UnderDeanFichteofthePhilosophical
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indulgeinscience.

Modernuniversitieshavetwoentirelydiffbrentkindsofeducational

fimction;oneisa$#theatrical''fUnction,likethefreelecturesgivenat
thelectureplatfbrmofthePhilosophicalFaculty>andtheotheristhat
ofa#;driving-school'',likethepracticaldrillcommontotechnical

schooIsofengineeringandmedicine.Duringthenineteenthcentury,
endlessdiscussionswererepeatedintheMedicalFacultVwhether

plannedobligatorycurriculum,rigorousdrillandreviewingexamina-
tionsshouldbeintroducedinpracticaltraining,attheexpenseof
theprincipleoffreedomonthepartofstudentsaspracticedinthe

Philosophicalfacultywhereonlyfifeelecturesweregiventostudents

ofthetheatricalaudiencetype5).WhilethePhilosophicalFaculty
didnotgiveanystudyplantoitsstudents,theMedicalandother

profbssionalfacultiesusually､providedtheirLe"""fbrstudents6).

Onthehistoryoftheuniversity,thefbundingoftheUniversitv
●

ず

ofBerlininl809wasparticularlysignificantinmakingthemodelof
modernuniversitywherescientificresearchwasconsideredtobeone

ofitsmajorfimctions.Itsinstitutionalnoveltyisnothingmorethan
theraisingofthestatusofthePhilosophicalFacultytoequalthatof
theotherhigherpro先ssional血cultiesoftheology，lawandmedicine，
TheraisingoftheFaculty'sstatushadtwoinstitutionalmeasures;

ee旬

firstthePhilosophicalFacultyacquireditsownMtz〃疏e/;andsecondly,
itobtainedtherighttoissuethedoctoraldegree(Ph．，.)．While

previouslyallthestudentswereworkingtowardsprofbssionalhigher
degreesandthePhilosophicalFacultytookcareoftheirpreparatory〃
andgeneraleducation,nowit.hasitsownstudentswhopursued
independentdisciplinesofphilosophicalsubjectstowardahigher
degree.

Thenumberofmatriculatedstudentsandfacultvmembersinthe
F

openingperiodoftheUniversityofBerlinisshowninTableIII7).

ThisTableshowsthatwhilemedicalstudentsarethelargestgroup
andmorethandoublethenumberofphilosophystudents，theご

PhilosophicalFacultyhasthemostfacultymembers.Sinceatthat

timeinPrussia,studentscouldbeenrolledinanyfacultyas･Iongas
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teaching.Atthistime,theuniversitiesplayedapivotalroletoturn
studentsfiomaninheritedoccupationtoanewprofbssionofscience.

Sincethel830s,chemistrybecametruelyanestablisheduniversity

discipline,afbremostmodelofthenineteenthcenturyprofbssionalized
scienceatuniversity.

Sociologicallyspeaking,chemist3backgroundintheeighteenth

centurywaspredominantlybourgeoisie(particularlypharmacists)as
inthethirdcategoryofConrad'sclassstratificationinTablel;the

restofmemberswerespreadacrossalltheothercategories,even

includingfarm-labor,whilethenineteenthcenturysawconsiderable

upwardmovementofchemists'familybackgroundeventuallyreaching
universitygraduatesofthefirstcategory.

Idonotknowsomuchaboutclassstructureamongphysicians,

surgeonsandapothecariesinGermany,asweknowthemfbrthe
Englishmedicalprofbssion4)>butwemaysafblysaythatpharmacy
andapothecaryplayeddefinitelyadecisiverOleasvanguardincrea-

tingthemodernscientificprofbssion,whilethemedicalpro企ssion
remainedratherpassive>onlytryingtocatchupincompilancewith
thescientifictrendofthedaV.

M"orcO"""0"Sjbr”"""之α"'"qf'"gd""e

Havingportrayedsomestatisticalandprosopographicalfeatures,
Inowturntotheinternalaspectsofthescientizationofmedicine

andenumerateitsmajorconditionsinthefbllowin9,particularlyas

theyappearedintheUniversityofBerlin.

1.4cq""'icjie'do加．

TheriseofGermanuniversitiesandWMsS'"""/imaybeequated

tothegloryofthePhilosophicalFaculty,notthatoftheMedical
FaCulty・Muchhasbeensaidaboutthevalueofacademicfreedom
fbrthepromotionoflearningintheGermanuniversities,butthe
studentsofmedicinefittedlessintovonHumboldt'sidealthan

philosophystudents.Thestudentsofmedicinehadtogainacertain

amountofpracticalknowledgeinordertobeabletotakecareof

patients.Duringthesemesterstheydidnothavemuchtimeto
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confinethemselvesmainlytothePhilosophicalFaculty3).Thus,it

wouldbehardlypossibletosaythatasicentificprofbssionemerged

outofthemediCalprofession.

Thoughsomewhatindirectly,Icouldgathersomeevidenceto

supporttheabovethesis.Recentlywehavecompletedacompre-
hensivecollectionofbibliographicaldataonscientists,Dic"0"αぴqf

&i'""cBiogm"y(CharlesScribner'sSons,14vols.).Ihappenedto
beinvolvedintheeditorialplanandlwasprovidedalonglistof

eminentscientists,classifIedaccordingtodisciplinestogetherwiththe

yearsofbirthanddeath・Accordingtoitsedtiorialprinciples,each
contributorwassupposedtofillouttheiather'soccupationandedu-
cationofthescientist.Fromthisdatalhaveproducedsomelimited

statisticsbyapunch-cardmethodandmadesomerathermeaningfill
findings,thoughmoreexhaustiveandrigorousstatisticsshouldbe
madeinfi'turewiththecooperationofmoremanpower.

HistoriansofsciencesensethatsomethinghadchanJdinthe

careerpatternofscientistsintheearly、nineteenthcentury,bothin
termsoffamilybackgroundsandfbrmaleducation,assciencewas

profbssionalized.Inthefieldofchemistry,thistrendisparticularly
noticeableasindicatedinTablell.

～

Amongthosechemistswhowereborninlateeighteenthcentury

Germany,mostofthemhadservedanapprenticeshipatanapothe-

caryandmanyalsoreceiveduniversitytraininglater.Thosewho
werebornintheearlydecadesofthenineteenthcenturystillserved

anapprenticeship,butinthecourseofthenineteenthcenturychemi-

strybecameincreasinglyauniversity-centereddisciplineandthe

universitywasestablishedastheexclusivetrainingcenternotonlyfbr
chemistsbutfbrmostoftheotherdisciplinesofnaturalscience.

Regardingthetrainingyearsoractiveresearchperiodofa
chemist，wemavsimplyaddtwoorthreedecadestothedecadeof

グ ニ′

birth;thusoutofourlittlestatistics,wemaybeabletoconclude

thattheGermanscientific(or,tobemoreprecise,chemical)com-

munityhadatransitionalperiOdfiFomthel780stothel820s,when

thestyleoftrainingchangedfi､omapprenticeshiptouniversity
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TableI.OccupationandSocialPositionol､theFathersofStudentsatHalle
－

Year

８
５
９

Ｌ
４
ｌ
Ｑ

３
４

’
０
’
０

０
９
９
８

■
●
■
■

９
７
０
３

２
１
２
２

１
８
５
６

凸
●
■
●

２
５
２
３

１
１
１
１

３
８
１
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１
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１
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■
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１
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２

３
３
３
３

amateurgentlemenwhogatheredtogetheratscientificmeetings,
academiesandphilosophicalsocietiesinEuropeweremedicalmen.

However,wedoubtwhethersonsofwell-to-dophysicianswould

venturetoentertheprecariousnewcareerofscientists.Although
thesurveyofstudentrbirthisgenerallyhardlyobtainable,wehave

somestatistics,thankstoJohannesConrad,totellustheoccupations
ofthefathersofthenineteenthcenturyGermanuniversitystudents
(Tablel)2).

Hereweclearlyseethatmoremedicalstudentscamefi､omthe

upperclasswhohaduniversityleveleducationandfifomthenewlv
‘

risingbourgeoisie,whilesonsofpetitofEcials,primaryschoolteachers,
artisansandpeasantsandevenlaborerandservantswereprominent

inthePhilosophicalFaculty,whichwasatthattimethenursing
homeofscientificdisciplines.

ユ

Statisticsshowsthatmorethanhalfofthesonsofphysiciansgo
totheMedicalFaculty.Medicinerequiresmanyyearswhenno
fbescomein,andthestudent,besides,hasbutsmallchanceof

gaininganythingwhileattendingtheuniversity.ItisdiHbrentwith

thestudentsoftheologyandphilosophy;inthecaseofthelattera

threeyears'courseissu伍cientinordertopresentthemselvesfbr

examination.Thestudemofphilosophycancountuponimmediately
receivinganappointment(mostlyofschoolteachers)withanincome

attendedtoit.Itisnowonder,then,iftheless-moneVedclasses
l

／句､
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８

１
１
１
１
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８
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２
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７
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■
●
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ｂ

４
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８

１
１
１
１

Profbssions
■ ①
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Merchants，
manu砲cturers，
hotel-keepers，
landedpropri-
etorso缶cers，
aPothecaries、
fUndholders

Artisansand

peasants
erS
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occurredmainlyinthenineteenthcenturywhenscientistsbecarne

assimilatedtooldprofbssions)particularlytothemedicalprofbssion,

intheirgroupbehavior,socialprestigeandpriviledge.

Then，whatisthe“pro企ssionalizationofmedicine？”Throughout

themodernperiod,medicinehasbeenalreadyoneofthemost

typicallyestablishedprofbssions・Weare,thus>notabletodiscussthe

profbssionalizationofmedicineinthesamewayaswedothe

profbssionalizationofscience.

Duringthecourseofthenineteenthcentury,however,medical

profbssionsintheadvancedEuropeancountriesunderwenttwomajor
coursesofmodernization,bothinternallyandexternally:theinternal

oneisthe(scientization"ofahithertopractiCallyorientedmedical

discipline,andtheexternaloneisthemonopolyofcuringartsby
thosemedicalgroupswhoissueexclusivelyvalidlicensestopractice.

Settingupinsurmountablebarriersfbrlaymenbythesemeans,the

medicalprofbssionestablisheditselffirmlyinmodernsociety.These
twofactorswerelargelyinterrelatedwitheachother>butthepresent

articleismainlyconcernedwiththefirstaspectofthescientization
ofmedicine,inwhichhowthemedicalprofbssionchangeditsquality

wOuldhopefilllybeelucidated.

or壇j"q/.加減caJq""e""c""""

Whenwespeakofthe{Gscientizationpfmedicine",wefindits

mosttypicalhistoricalcaseinnineteenthcenturyGermany,where

theClinicalteachinginFrenchhospitalsintheearlynineteenth

centurygavewaytolaboratoryresearchofmedicalsciencein
GermanuniversitiesunderWilhelmvonHumboldt'sidealofthe

unitybetweenteachingandresearch,anditsinstitutionalparadigm

wasthecelebratednewly-fbundedUniversityofBerlin.Apartfi､omthe

individualglorificationofsuchearlyproponentsasvonHumboldt

andJohannChristianReil,weareinterestedinwho,insociological

terms,weretherealか"99rofthescientizationtrendinthemedical

camp･

Weoftennoticethatduringtheeighteenthcenturymanyofthe
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ScientizationofMedicine*
勺I

ShigeruNAKAYAMA**

Pγ碗“

Frankly,Iamabitpuzzledbythecommonthemeofoursym-
posium$eProfbssionalizationofMedicine".

Firstofall,@(profbssion"isoneofthehardestwordtodefine.

Whenlorganizedasymposium::ProfbssionalizationofScience''fbur

yearsagoontheoccasionoftheXIVthlnternationalCongressofthe

HistoryofScienceheldinJapan'),Ihaddifficultyinfindingan
adequatetranslationwordfbr!<profbssion"incommonJapaneseusage.
Itentativelyputitintoacompoundword"SenmonShokugyo専門職
業''.Thisisdividedinto<lspeciality"and"vocation".Evenwitha

centuryofeffbrtandexperiencetranslatingEuropeanlanguagesinto
Japanesestillwecouldnotfindandthusfailtocoinasingle-word
adequatetranslationtermfbr"pro企ssion''．Allthisimpliesthat
CCprofbssion''isquiteaparochialterm,onlymakingsenseinEuropean
historysincelatemedievaltimeson・Sociologistsofproftssionhave
triedtopresentanumberofwaysofdefiningthisterm,ratherin

vaintomymind,anditstillundergoesrapidchangeofitsimplica-
tionevennowasevidentinsuchanewwordas"profbssionalkiller''.

‘《

Hence,asahistorianofscience,Iamsatisfiedwithdefiningitasa
purelyhistoricalterm,whichoriginatedratheraccidentallvinmedieval

Europeasspecifyingagroupofpeoplewhohadacommonbackground
ofuniversityeducationsuchasintheology,lawandmedicine.

Having.sodefinedit,wecomeacrossfi,rtherproblems・When
Isay;<profbssionalizationofscience'',Imeanahistoricalprocessthat

G《

*Julyl978/RevisedDecemberPaperpresentedattheThirdlnternational

Symposiumonth@Comparativ@HistoryofMedicine-Eas(｡ndWest,FUi&
InstituteofEducatior[andTraining,Japan・Octoberl978.

**CollegeofGeneralEducation,UniversitvofTokvo
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コレソルビンは動脈硬化性疾患

発症に関連が深い血漿リポﾀﾝバｸ質に対

●防御因子としてのHDL-コレステロールを増加さ

促進因子であるLDL-コレステロールを減少させま

●HDLの亜分画において､特に注目されて、

HDL2-コレステロールの増加が認められていま

●Atherogeniclndex(動脈硬化指数)を改善しま

脂質代謝改善剤

レソルヒ門潟詳ル笥
驚シンフィブラー卜〉
,ﾆー'‐二,-~

二:,~

：．、．【過応症1下記銘症に伴う悪恥血症の改酋／Q力脈硬化症．職9力廓硬化症．冠動.孫硬化症，

;::･･4．．．．．『鰯血圧症.聴尿属【用淡.用■Iカプセル剤:通煮,日3－6ｶプｾﾙ(ｼﾝﾌｨブﾗ
.;．：．-卜0.75～1．59）を3回に分けて禽峻に軽口投与‘する_なお.耳齢.岻状により迩宜埴渡す
.』”．．る‘畑粒剤:通溝1日，‐5-3‘09（ｼﾝﾌｨフﾗｰ卜0.75-,.5s）を3回に分【ﾅて食磯に蛭
：：．．.;.．．．．ロ投与-する‐なお，年齢・症状によﾄﾉ適宜地減する．【使用上の注恵】，，,一般的注恵

'二''_’

1）頒似化合物（ｸﾛﾌｨブﾗｰ 卜 ) を 朋 い た 廠 学 狽 董 始 果 に よ れ は ､ 哩 血 性 心 疾 肥 に 対 す る

効果については．".致死的疾患の先生率を低下させるが.死亡率'二つい･rI』対照群と比較

して改善されておらす.胆石沖の■ ﾘ 作 胴 発 生 率 の 埴 加 も 報 告 さ れ て い る . ま た , 頑 似 化 合

物（ｸﾛﾌぐプﾗｰﾄ)の動物実験で値阻嘩性が埋められたとの＠ﾛ告もあるので.本剤の過ﾆﾆｰ

･'二...用は.食車療法又ば他の娠波で効腹不十分の喝合にのみ考印すること.（情鮒内容について

は『その他．の項を参照）2）本剤の峻酬にあたっては効果を十分に酸察し，効粟が埋めら
ﾆﾆｰ れ な い 屯 合 【 ま 使 鳩 蚤 中 止 す る こと.,2ﾄ次の恵者に(1投与しないことﾀI腸又は妊娠して

いる可能性のある婦人・播甲L蝿 1 3 1 次 の 息 者 に ば ↑ ■ ■ に 投 与 す る こ と 肝 ． 暫 踵 言 又 は そ

の 既 往 歴 の あ る 理 者 4 1 邸 作 用1血液ときに白血琿數の変動・白血球域少症が．また

まれに餌祁粒疎症力､あらわれることが．ある_2)肝■まれに昌旧が.ときIこ肝唾腺があら

われることがある.またとさ【.･肝磯唯幡量値の上賞〈COT､G1'T､L,｢〕H1凸の上昇等）か．配め

うれることがある．3...胆のう と き に 胆 石 ル ､ あ ら わ れ る こ と が あ る ． 4 」 筋 肉 と き に 血_ , 二 , ‐

,,,:'-,ｹ同クレアチンホスホキナーセ肋の上岡か,．また弱I長1癌があらわれることかある.このよう

な症状があらわれた堀合にば感■又は休一亘--すること‐5>中枢神旺系とどに婚I凸が．また

まれにめ革い,脱力感があらわれることがある_6)皮膚ときに発疹拝の症状があらわれ

ることがある．7)向田ときに悪 , 心 ． 食 欲 不 眠 ． 冑 部 不 快 懇 ． 施 郡 朏 潤 感 ． 便 秘 ． 下 痢 が

またまれに胸やけ等の症状かあらいれゐことかある,8)その他ときに胸部圧迫感.心悸
冗進，不整脈．性欲滅週が．出え↓ I れ に 脱 毛 が あ ら わ れ る こ と が あ る ． ’ 副 相 互 作 用 1 ）

軽口抗狸血剤の作用を咽幾ヶるので.僻用する喝合には.プロトロビンBｷ間を凋走して.

抗饗血剤の置登唱節し，佃盛に#9与すらこと．2)軽口血輔隆下郵lの作胴を粗描するので．

妊口血輔隠下剤と併用･する唱合に は ． 血 逓 値 を 測 定 し ， 憐 争 l こ 投 与 す る こ と ． （ 6 1 妊 岬 ・ 授

乳脚への投与胎児ならびに母7L 中への棒行が報告されているの-で‘妊幡又は妊娠してい

る可能性のある婦人、授乳中の婦人に14投与しないこと．（71その他1）的3万人の被験対

距者（治験開始略｡o～59歳の仙峨な男徒）における血揖コレステロール燭分布の上位3分の

1から.各5千人のｸﾛﾌｨプﾗｰ 卜 投 与 廓 1 幕 I 群 ） と 対 魚 酎 （ 覇 、 碗 ） を 週 ぴ ． ま た 血 間

コレステロールf■の低い取からも5千人の対象群〈第Ⅲ醗）を幽ぴ.豹5年間追跡圃査を行

ったところ．虚血性心庚忠の党規 率 I 』 ． 蕊 I 群 に お い て 有 鹿 に 低 下 し ， こ れ は 非 致 死 的 心

筋梗塞の発現空の低下に起因している.鰹死亡幸は認【厩に』Jいて有.色に轟く.この差は

lユとんど虚血栓心疾思以外の1乗因【こ』§因しているか‘年齢補正を行うと．各8V因に差はみ

られない．また．胆石症による肥編 摘 出 神 1 1 月 が 覇 I 鰯 で 骨 愈 に 晒 加 し た と す ら 疫 学 哩 査 暗

粟が報告されている.2)額1以ｲﾋ合拘（ｸﾛﾌゼﾌﾗｰﾄ）各ラノト及ひ･ﾏｳｽに長期間凹床

剛■の10値■（3，魂／kK）投.どJしたところ.対眠欧に比鯨しど肝阻蝿の発生が禽愈に増加し

たとの州告かある．I取狙い上の唾’砲事項1〔注序.1畑輸御144ヤル殊補＃何t施してあるため．
唄剤B＊強く混和すると，推服か破れる恐れかある．随一』で鋼剤H,ｻ描く，肌和しないこと．

I貯法〕1.宝｝且保存．z-jm気小さ【タ･ど貯えること（細粒高11のみ)‘【包狭1コし,ノルヒンカプ
セル(250m解):Sカプセル×Tm,6カプセル×250.6ノ』プセル×1(X]0,1印Oｶプセルｺ

ﾚ･ノルビン姻粒(50%）:5mglgx5卯包【健保通川】

⑳吉富製薬蕊
ヨヨト三〒541大阪市東区平野町3丁目35番地
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