
●　テーマ　●

『吾
ウ

妻
チ

鏡
ジン

』の謎
――清朝へ渡った明治の性科学――

2014 年 2 月 12 日（水）

●　発表者　●

唐　権

華東師範大学 准教授
国際日本文化研究センター 外国人研究員



発表者紹介

唐　権 

華東師範大学 准教授 

国際日本文化研究センター 外国人研究員 

略歴

2002 年 3 月 総合研究大学院大学 博士

2009 年 7 月　 華東師範大学 准教授 

2013 年 9 月　 国際日本文化研究センター 外国人研究員

著書・論文等

『海を越えた艶ごと――日中文化交流秘史』、新曜社、2005 年 

「倭語之戯――曹寅『日本灯詞』研究」『清華大学学報』第 28 巻 126 期、哲学社会科学版、

北京、2013 年 

「絵入り都市案内書の誕生――清末上海の出版文化と日本」、白幡洋三郎・錦仁・原田信

男編『都市文化博覧』、笠間書院、2011 年 

「幼童の輩に臥遊の悦びを――比較の観点から見る名所図解」、白幡洋三郎編『旅と日本

発見――移動と交通の文化形成力』、国際日本文化研究センター、2009 年 

「日本婦人は不淫不妬？――中華文人の日本風俗観察小史」、井上章一編『性欲の文化史』、

講談社、2008 年



1

『
吾ウ

妻チ

鏡ジ
ン

』
の
謎

―
―
清
朝
へ
渡
っ
た
明
治
の
性
科
学
―
―

は
じ
め
に

　
私
の
専
門
分
野
は
、
清
朝
時
代
（
一
六
四
四
〜
一
九
一
〇
）
の
中
日
文
化
交
流
史
で
す
。
こ
の
二
百
数

十
年
間
は
い
わ
ゆ
る
西
学
東
漸
の
時
代
で
、
近
代
西
洋
で
生
成
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
が
日
本
と
中
国

に
次
々
に
伝
来
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
個
々
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
知
的
交
流

の
実
態
に
つ
い
て
は
す
べ
て
究
明
さ
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
従
来
の
研
究
で
等
閑
に
付
さ
れ
て
き

た
領
域
の
一
つ
に
、
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
西
洋
発
の
性
知
識
が
、
ど
の
よ
う
な

経
緯
で
清
末
の
中
国
知
識
人
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
話
を
こ
れ
か
ら
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ご
存
じ
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
近
世
以
来
の
日
中
文
化
交
流
の
中
で
、
性
の
問
題
は
常
に
大
き

く
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
二
、三
の
例
を
挙
げ
ま
す
と
、
た
と
え
ば
開
国
以
前
の
江
戸
時
代
に
お
い
て
、

数
多
く
の
中
国
人
が
長
崎
を
訪
れ
ま
し
た
が
、
日
本
人
女
性
の
う
ち
彼
ら
の
滞
在
し
て
い
る
唐
人
屋
敷
に

入
る
こ
と
が
唯
一
許
さ
れ
た
の
は
、
丸
山
遊
郭
の
遊
女
た
ち
で
し
た
。
唐
人
と
遊
女
の
喋
々
喃
々
は
、
両
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国
の
交
流
が
厳
し
く
制
限
さ
れ
た
当
時
に
お
い
て
は
壮
観
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
近
代
以
降
の
両
国
関
係

に
も
大
き
な
影
を
落
と
し
ま
し
た
。
幕
末
明
治
期
あ
た
り
か
ら
は
数
多
く
の
日
本
女
性
が
海
外
へ
飛
び
出

し
て
、
そ
の
一
部
は
上
海
へ
渡
り
、「
東
洋
茶
館
」
と
い
う
現
地
の
日
本
茶
屋
お
抱
え
の
「
東
洋
妓
女
」

と
し
て
、
や
が
て
租
界
の
中
で
絶
大
な
人
気
を
博
し
て
い
き
ま
す
。
丸
山
遊
女
や
東
洋
妓
女
と
い
っ
た
日

本
女
性
と
清
代
中
国
社
会
と
の
関
係
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
私
は
以
前
に
『
海
を
越
え
た
艶
ご
と
―
―
日
中

文
化
交
流
秘
史
』（
二
〇
〇
五
年
）
と
い
う
本
を
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
、
セ

ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
絡
む
日
中
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

数
年
前
に
井
上
章
一
教
授
が
日
文
研
で
「
性
欲
の
文
化
史
」
と
「
性
欲
の
社
会
史
」
の
共
同
研
究
会
を

立
ち
上
げ
た
際
、
私
も
メ
ン
バ
ー
と
し
て
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
そ
こ
で
日
本
の
性
科
学
史
に

詳
し
い
何
人
か
の
研
究
者
と
も
出
会
い
ま
し
た
。
こ
の
研
究
会
は
、
東
ア
ジ
ア
の
範
囲
内
で
人
間
の
性
欲

に
影
響
し
た
社
会
的
文
化
的
要
素
を
明
ら
か
に
す
る
、
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、

私
は
た
ま
た
ま
清
末
の
中
国
で
セ
ッ
ク
ス
の
手
引
書
が
数
多
く
出
版
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
知
り
、

性
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
知
識
」
こ
そ
が
、
我
々
の
性
の
在
り
方
を
左
右
し
て
き
た
、
生
物
的
本
能
以

外
の
最
も
重
要
な
要
素
の
一
つ
で
は
な
い
か
、
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
中
国
人
の
手
に

よ
る
最
初
の
セ
ッ
ク
ス
手
引
書
を
手
が
か
り
と
し
て
、
清
末
期
の
中
国
社
会
に
お
け
る
性
知
識
受
容
の
実

態
を
調
べ
始
め
た
の
で
す
。
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以
下
の
話
は
、
私
の
文
献
調
査
に
基
づ
い
た
も
の
で
す
が
、
百
年
前
の
中
国
人
が
ど
の
よ
う
な
性
知
識

を
持
ち
、そ
の
知
識
が
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
、と
い
う
内
容
の
も
の
で
す
。
奇
し
く
も
京
都
と
深
く
関
わ
っ

た
物
語
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
今
回
、
京
都
で
報
告
で
き
る
こ
と
に
何
か
不
思
議
な
縁
を
感
じ
て
い
ま
す
。

一
　『
吾
妻
鏡
』
の
謎

　

私
の
関
心
を
清
末
期
の
性
科
学
受
容
の
歴
史
現
場
へ
導
い
て
く
れ
た
の
は
、
先
に
述
べ
た
一
冊
の
書
物

で
す
。
近
年
再
発
見
さ
れ
た
こ
の
書
に
は
、『
吾
妻
鏡
』
と
い
う
題
名
が
付
い
て
い
ま
す
。
書
名
の
三
文

字
を
、
清
末
の
中
国
人
読
者
は
む
ろ
ん
、「
あ
づ
ま
か
が
み
」
で
は
な
く
、
中
国
語
の
発
音
で
「
う
・
ち
・

じ
ん
」
と
読
ん
で
い
た
で
し
ょ
う
。

　
『
吾
妻
鏡
』
と
い
え
ば
、
誰
も
が
鎌
倉
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
歴
史
書
を
連
想
す
る
か
と
思
い
ま
す
。
と

こ
ろ
が
、
中
国
に
も
同
名
の
書
が
存
在
し
ま
す
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
の
事
実
を
初

め
て
知
っ
た
時
に
は
本
当
に
驚
き
ま
し
た
。

　

中
国
の
『
吾
妻
鏡
』
は
光
緒
二
十
七
年
（
一
九
〇
一
）
に
成
立
し
た
も
の
で
、
杭
州
図
書
公
司
と
い
う

出
版
社
に
よ
っ
て
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
薄
っ
ぺ
ら
い
線
綴
じ
本
で
、
頁
数
は
わ
ず
か
十
九
丁
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。
作
者
は
楊

、
字
は
凌
霄
と
い
い
、
今
で
は
無
名
の
人
物
で
す
。
私
の
知
る
限
り
で
は
、
杭
州
に
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あ
る
浙
江
省
図
書
館
の
古
籍
部
に
一
部
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
く
ら
い
で
、
ち
ょ
っ
と
し
た
稀
覯
本
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

日
本
の
『
吾
妻
鏡
』
は
名
著
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
比
べ
て
、
同
名
の
中
国
書
は
有
名
ど
こ
ろ
か
、

刊
行
さ
れ
て
す
ぐ
世
間
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
存
在
が
一
部
の
研
究
者
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
実
は
近
年
の
こ
と
で
す
。
最
初
の
紹
介
者
は
浙
江
工
商
大
学
の
王
宝
平
氏
（
二
〇
〇
二
年
）

で
、
そ
の
後
復
旦
大
学
の
張
仲
民
氏
が
同
書
に
つ
い
て
の
論
攷
を
発
表
し
て
い
ま
す
（
二
〇
〇
七
年
）。
私

は
、
両
氏
の
研
究
を
通
し
て
『
吾
妻
鏡
』
の
存
在
を
知
り
、
閲
覧
の
た
め
に
二
度
ほ
ど
浙
江
省
図
書
館
に

足
を
運
び
ま
し
た
。
図
1
は
、
調
査
の
時
に
撮
影
し
た
同
書
の
写
真
で
す
。

　

さ
て
、
日
本
の
歴
史
書
か
ら
題
名
を
借
り
た
『
吾
妻
鏡
』
の
内
容
は
と
言
う
と
、
日
本
史
と
は
全
く
関

係
が
あ
り
ま
せ
ん
。
セ
ッ
ク
ス
の
手
引
書
の
類
で
す
。
こ
の
時
代
、「
性
」（sex

）
と
い
う
概
念
が
ま
だ

中
国
語
に
導
入
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
作
者
の
楊
は
夫
婦
の
性
行
為
を
「
培
種
」
と
い
う
言
葉
で
表

現
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
彼
は
自
分
の
主
張
を
「
培
種
の
道
」
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。

　

図
2
は
同
書
中
唯
一
の
挿
絵
で
、
精
子
と
卵
子
に
つ
い
て
の
説
明
で
す
。

　
「
培
種
の
道
」
の
中
身
を
一
読
し
た
私
の
感
想
は
、
百
年
前
に
書
か
れ
た
性
に
つ
い
て
の
言
説
と
、
今

日
の
常
識
と
の
間
に
か
く
も
大
き
な
懸
隔
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。
た
と
え
ば
、『
吾
妻
鏡
』

の
第
二
章
は
、「
男
女
相
愛
す
な
わ
ち
磁
石
の
理
を
論
ず
」（「
論
男
女
相
愛
即
磁
石
之
理
」）
と
題
さ
れ
、
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図 1　楊 『吾妻鏡』（杭州図書公司、光緒 27 年序）の目録頁

図 2　『吾妻鏡』の挿絵
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電
気
と
い
う
物
理
学
の
概
念
を
も
っ
て
セ
ッ
ク
ス
の
原
理
を
説
明
す
る
、
と
い
う
内
容
で
す
。
そ
こ
で
は

次
の
よ
う
な
結
論
が
下
さ
れ
て
い
ま
す
。「
電
気
学
の
理
論
を
知
ら
な
い
者
は
、
男
女
相
愛
の
原
因
を
深

く
理
解
で
き
ま
い
」
と
。

　

あ
る
い
は
第
五
章
の
「
種
子
」
で
も
、
奇
抜
な
解
剖
学
的
知
識
が
披
露
さ
れ
て
い
ま
す
。「
男
子
の
精

液
の
中
に
動
物
が
あ
り
、
名
前
は
生
原
と
い
う
。
そ
の
形
は
蝌
蚪
（
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
）
の
如
く
、
五
百

匹
が
な
ら
ん
で
い
て
、
一
寸
の
長
さ
が
あ
る
。
女
子
の
『
孕
蛋
』（
た
ま
ご
）
に
入
れ
ば
、
女
子
は
懐
妊

す
る
」（
男
子
精
中
有
動
物
、
名
曰
生
原
、
形
如
蝌
蚪
、
列
五
百
条
、
長
一
寸
、
入
女
子
孕
蛋
而
得
胎
）。
こ
れ

は
図
2
の
挿
絵
に
出
て
く
る
精
子
の
図
に
対
す
る
作
者
の
解
説
で
す
。

　
『
吾
妻
鏡
』
の
内
容
は
す
こ
ぶ
る
雑
多
な
も
の
で
、
後
で
詳
し
く
説
明
し
ま
す
が
、
電
気
理
論
に
つ
い

て
は
正
直
、
私
は
こ
の
書
を
読
む
ま
で
全
く
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
作
者
の
楊
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
の
誰

に
就
い
て
性
知
識
を
学
ん
だ
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
疑
問
は
、
清
末
期
に
流
布
し
た
性
科
学
に
関
す
る
私
の

研
究
の
出
発
点
と
な
り
ま
し
た
。

　

張
仲
民
氏
の
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
中
国
で
は
二
十
世
紀
初
頭
の
時
点
で
、
生
殖
と
衛
生

に
関
す
る
本
が
数
多
く
出
回
り
、
一
大
ブ
ー
ム
の
様
相
を
呈
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
刊
行
物
の
大
半
が
翻

訳
書
で
、
中
国
人
の
手
に
よ
る
作
品
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
意
味
で
、『
吾
妻
鏡
』

は
中
国
人
に
よ
る
性
科
学
受
容
の
一
面
を
如
実
に
記
し
た
記
録
と
し
て
、
た
い
へ
ん
重
要
な
文
献
と
言
え
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ま
し
ょ
う
。
こ
の
書
が
内
包
し
て
い
る
問
題
点
と
し
て
、
主
と
し
て
次
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
と
私
は
考

え
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
性
科
学
が
中
国
に
伝
わ
っ
た
経
緯
。
つ
ま
り
ど
の
よ
う
な
知
識
が
い
つ
、
ど
う
い
う
経
路
で
中

国
に
伝
来
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
。『
吾
妻
鏡
』
と
い
う
題
名
か
ら
想
像
で
き
る
よ
う
に
、
性
科
学
を

め
ぐ
る
知
的
交
流
は
、
日
本
と
深
く
関
わ
っ
た
も
の
で
す
。
私
は
、
主
と
し
て
書
籍
交
流
と
い
う
観
点
か

ら
、
清
末
中
国
に
流
布
し
た
日
本
関
係
の
性
科
学
通
俗
書
を
調
査
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
第
二
の
問
題
点
は
近
代
教
育
の
展
開
に
関
わ
る
も
の
で
す
。
明
治
日
本
よ
り
近
代

文
明
を
摂
取
す
る
に
あ
た
り
、
一
般
的
に
、
中
国
人
留
学
生
が
最
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
中
国
人
に
よ
る
日
本
留
学
は
一
八
九
六
年
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
も
の
の
、

一
九
〇
一
年
の
時
点
で
は
彼
ら
の
活
躍
は
ま
だ
始
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。
も
し
『
吾
妻
鏡
』
が
日
本
の
影
響

下
で
作
ら
れ
た
書
物
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
中
国
国
内
に
住
ん
で
い
る
一
人
の
読
書
人
が
ど
の
よ
う
に
し
て

日
本
語
を
学
び
、
ま
た
、
物
理
学
・
医
学
関
連
の
基
礎
知
識
を
ど
の
よ
う
に
身
に
付
け
た
の
か
。『
吾
妻
鏡
』

の
成
立
過
程
を
解
明
す
る
た
め
に
、
私
は
二
十
世
紀
初
頭
の
杭
州
辺
り
の
教
育
事
情
に
つ
い
て
調
べ
て
み

ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
三
番
目
の
問
題
は
書
名
の
意
味
に
つ
い
て
で
す
。
日
本
の
歴
史
書
で
あ
る
『
吾
妻
鏡
』
が

最
初
に
中
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、
十
七
世
紀
半
ば
頃
の
こ
と
で
し
た
。
以
来
、
書
名
の
三
文
字
は
外
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来
語
と
し
て
次
第
に
中
国
語
の
中
に
定
着
し
て
い
き
ま
す
が
、
そ
の
間
、
日
本
語
に
な
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
も

付
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
私
の
三
番
目
の
作
業
は
、
清
人
の
詩
文
に
見
ら
れ
る
「
吾
妻
鏡
」
の

使
用
例
を
拾
い
集
め
て
、
こ
の
言
葉
に
対
す
る
彼
ら
の
イ
メ
ー
ジ
を
浮
き
彫
り
に
し
て
み
よ
う
と
す
る
も

の
で
す
。

　

以
下
、
こ
の
三
つ
の
問
題
に
即
し
て
、
話
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
　
開
化
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て

　

清
末
期
か
ら
民
国
期
に
か
け
て
、
中
国
が
日
本
か
ら
近
代
的
学
知
を
如
何
に
多
く
取
り
入
れ
た
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
千
ペ
ー
ジ
を
超
え
る
か
の
膨
大
な
『
中
国
訳
日
本
書
総
合
目
録
』（
香
港
中
文
大

学
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
）
を
見
れ
ば
分
か
り
ま
す
。
残
念
な
こ
と
に
、
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
と
い
う
ジ
ャ
ン

ル
の
書
物
は
こ
の
目
録
の
中
に
あ
ま
り
多
く
収
録
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
後
で
詳
説
し
ま
す
が
、
二
十
世
紀

初
頭
の
日
中
文
化
交
渉
に
お
い
て
、
性
知
識
の
導
入
は
そ
の
時
代
の
大
き
な
課
題
で
、
関
連
の
出
版
物
も

多
く
存
在
し
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
清
末
期
の
人
々
の
性
知
識
の
迷
宮
に
深
入
り
す
る
前
に
、
ま
ず
明

治
期
の
日
本
人
の
性
知
識
に
つ
い
て
把
握
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
後
者
は
一
般
に
「
開
化
セ
ク
ソ
ロ

ジ
ー
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
だ
っ
た
の
か
、
ま
ず
こ
の
こ
と
か
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ら
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

開
化
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
は
、『
吾
妻
鏡
』
が
出
版

さ
れ
る
よ
り
二
十
数
年
も
早
く
、
日
本
人
が
欧
米

か
ら
導
入
し
た
も
の
で
、
明
治
期
の
日
本
社
会
で

一
世
を
風
靡
し
た
も
の
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

夜
明
け
を
告
げ
る
作
品
と
し
て
、『
造
化
機
論
』

と
い
う
書
物
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど『
解

体
新
書
』
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
百
年
と
い
う
節
目

の
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
に
、
千
葉
繁
と
い
う

人
が
善
亜
頓
（
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ア
ス
ト
ン
）
の
『
自

然
の
書
』（T

he Book of N
ature

）
を
訳
述
し
た

も
の
で
す
（
図
3
）。

　

造
化
機
と
い
う
の
は
生
殖
器
の
こ
と
で
す
。
同

書
の
通
俗
版
で
あ
る
『
通
俗
造
化
機
論
』（
明
治
九

年
刊
）
の
中
で
千
葉
は
、「
造か

み
さ
ま化

の
霊き

め
う妙

な
る

機し
か
け工

」
と
い
う
言
い
方
で
人
間
の
生
殖
器
を
表
現

図 3　 善亜頓（ジェームス・アストン）原撰・千葉繁訳述『造化機論』（1875
年刊）の表紙と口絵
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し
て
い
ま
す
。
人
間
の
生
殖
器
は
造
化
主
の
傑
作
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
古
典
解
剖
学
的
な
発
想
に
基

づ
い
た
も
の
で
す
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
キ
リ
ス
ト
教
色
の
濃
い
命
名
で
も
あ
り
ま
す
。

　
『
造
化
機
論
』
は
刊
行
後
、
日
本
社
会
で
た
ち
ま
ち
人
気
を
博
し
、
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
旋
風
を
巻
き
起
こ

し
ま
す
。
そ
の
後
も
同
類
の
刊
行
物
が
次
々
に
出
て
、
最
終
的
に
は
、
三
百
点
以
上
の
類
書
が
作
ら
れ
ま

し
た
（
石
川
一
孝
『
明
治
造
化
機
論
年
表
』）。
そ
れ
ら
類
書
の
中
に
は
、
題
名
に
「
造
化
」
の
二
文
字
が
付

い
て
い
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
明
治
期
に
、こ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
一
括
し
て
「
造
化
機
論
」

と
呼
ば
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

明
治
期
の
造
化
機
論
に
関
し
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
優
れ
た
研
究
が
あ
り
ま
す
。
木
本
至
氏
を
は

じ
め
、
上
野
千
鶴
子
氏
、
赤
川
学
氏
、
斉
藤
光
氏
も
大
き
な
研
究
業
績
を
残
し
て
い
ま
す
。
諸
氏
の
研
究

成
果
を
参
考
に
し
て
、
明
治
の
造
化
機
論
の
特
色
を
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

　

一
つ
は
内
容
の
雑
多
さ
で
す
。
上
野
氏
を
し
て
、「
妊
娠
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
生
殖
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、

手
淫
過
淫
の
害
、
性
病
の
予
防
と
治
療
、
結
婚
や
性
道
徳
に
至
る
ま
で
、
全
く
雑
然
た
る
玉
石
混
淆
ぶ
り
」

と
言
わ
し
め
た
ほ
ど
で
す
。
赤
川
学
氏
は
『
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
歴
史
社
会
学
』
に
お
い
て
、
造
化
機

論
の
内
容
を
さ
ら
に
十
二
項
目
に
分
け
て
、
詳
し
く
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

二
つ
目
に
、
内
容
の
雑
多
さ
と
相
ま
っ
て
、
造
化
機
論
の
文
体
と
体
裁
も
多
様
で
す
。
中
に
は
堅
い
漢
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文
と
カ
タ
カ
ナ
で
翻
訳
し
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
翻
案
も
の
も
あ
り
、
さ
ら
に
江
戸
時
代

の
性
文
化
の
遺
風
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
戯
作
調
の
も
の
も
あ
り
ま
す
。
言
葉
遣
い
も
豊
か
で
、「
性
」

概
念
が
ま
だ
定
着
し
て
い
な
い
だ
け
に
、「
色
」「
淫
」「
春
情
」
な
ど
豊
か
な
表
現
が
飛
び
交
い
ま
す
。

つ
い
で
に
言
う
と
、
造
化
機
論
の
題
名
に
は
明
治
中
期
ま
で
は
「
造
化
」
と
い
う
言
葉
が
多
く
使
わ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
降
に
な
る
と
次
第
に
、「
生
殖
」
や
「
衛
生
」
な
ど
が
主
流
と
な
っ
た
観
が
あ
り

ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
三
つ
目
の
特
色
は
、
そ
の
挿
絵
に
あ
り
ま
す
。
造
化
機
論
の
多
く
に
、
江
戸
時
代
の
大
開
絵

を
彷
彿
と
さ
せ
る
挿
絵
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
明
治
時
代
の
読
者
は
そ
れ
を
「
玉
門
画
」
と
呼
ん
だ
り

し
て
い
ま
し
た
。
一
頁
大
の
サ
イ
ズ
に
銅
版
画
の
細
か
い
線
で
描
写
し
た
も
の
で
、
中
に
は
色
が
付
い
て

い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
色
刷
り
さ
れ
た
細
密
な
性
器
と
解
剖
図
は
、「
繊
細
で
細
微
だ
と
言
わ
れ

る
春
画
に
は
な
い
、
途
方
も
な
い
グ
ロ
テ
ス
ク
さ
を
も
っ
て
迫
っ
て
く
る
力
が
あ
る
」
と
川
村
邦
光
氏
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
明
治
の
人
々
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
ま
し
た
。

　

四
つ
目
と
し
て
、
微
細
極
ま
る
挿
絵
と
と
も
に
、
造
化
機
論
に
お
け
る
生
殖
器
の
解
剖
学
的
知
識
の
紹

介
も
た
い
へ
ん
詳
細
で
、
顕
微
鏡
レ
ベ
ル
の
も
の
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
そ
の
内

容
は
お
お
む
ね
正
確
な
も
の
で
、今
日
で
も
通
用
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
も
っ
と
も
、生
殖
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

の
知
識
に
関
し
て
は
、
怪
し
い
も
の
が
か
な
り
入
っ
て
い
ま
す
。
上
野
氏
が
「
非
科
学
的
な
項
目
や
根
拠
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の
な
い
俗
信
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
い

る
通
り
、「
男
女
児
自
在
懐
妊
法
」、「
忠

孝
ノ
男
子
を
造
ル
伝
」
な
ど
が
そ
の
例

で
す
。

　

そ
し
て
造
化
機
論
の
五
番
目
の
特
色

と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
性
知
識
の

紹
介
に
加
え
、
性
道
徳
・
性
哲
学
に
つ

い
て
の
言
説
が
多
く
載
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
の
内
容
は
す
こ
ぶ
る

キ
リ
ス
ト
教
色
の
濃
い
も
の
で
、「
一
夫
一
婦
と
夫
婦
和
合
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
、
上
野
氏
に
名
づ
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
内
容
は
と
い
う
と
、
女
性
性
欲
の
肯
定
、「
性
＝
愛
＝
結
婚
」
の
三
位
一
体
、「
精
神
の
愛
」

と
「
肉
体
の
愛
」
の
一
致
を
唱
え
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
い
わ
ゆ
る
ア
メ
リ
カ
ン
・
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的

な
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
・
ラ
ブ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
登
場
し
て
い
ま
す
。
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
舶
来
の
新

し
い
観
念
と
し
て
明
治
期
の
日
本
人
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
当
時
の
日
本
人
に
よ
る
著
作

の
中
に
も
、「
人
生
最
大
の
快
楽
は
一
夫
一
婦
の
中
に
存
す
」
の
よ
う
な
主
張
が
見
ら
れ
ま
す
。
も
っ
と
も
、

明
治
後
期
に
な
る
と
、こ
の
夫
婦
和
合
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
も
変
化
が
生
じ
て
き
ま
す
。
セ
ッ
ク
ス
が「
男

図 4　 細野順纂訳『男女交合造化機
新論』（1888 年刊）表紙
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女
の
義
務
」
と
い
う
位
置
づ
け
か
ら
、
い
つ
の
間
に
か
「
国
家
へ
の
義
務
」
へ
と
す
り
替
え
ら
れ
て
、
国

粋
主
義
の
波
に
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

前
述
の
道
徳
的
な
説
教
が
あ
た
か
も
科
学
的
根
拠
の
あ
る
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
造
化

機
論
の
特
色
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
科
学
的
根
拠
と
い
う
の
が
、
す
な
わ
ち
、
木
本
至
氏
が
か
つ
て
名
づ
け

た
「
性
感
電
気
説
」
で
す
。
そ
の
内
容
は
少
し
や
や
こ
し
く
、
細
か
く
分
類
す
る
と
、
三
種
の
電
気
説
と

二
種
の
電
気
説
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
は
参
考
の
た
め
、『
男
女
交
合
造
化
機
新
論
』（
明
治
二
十
一

年
刊
、
図
4
）
の
中
で
著
者
の
細
野
順
が
解
説
し
た
三
種
電
気
説
を
例
と
し
て
引
用
し
て
み
ま
す
。

凡す
べ

て
電で
ん
き気
に
三
種し
ゅ

あ
り
、
人じ
ん
し
ん
で
ん
き

身
電
気
、
化く
わ
が
く
で
ん
き

学
電
気
、
摩ま
さ
つ
で
ん
き

擦
電
気
こ
れ
な
り
。
天て
ん
ち
か
ん

地
間
の
動ど
う
ぶ
つ物
こ
れ
を

具そ
な

へ
ざ
る
も
の
な
し
と
い
へ
ど
も
、
殊こ
と

に
多お
ほ

き
は
人じ
ん
る
い類
な
り
。
而し

か
し
て
之こ

れ
を
具そ
な

ふ
る
人
々
其
そ
の
り
ょ
う量

を
異こ

と

に
す
。

人じ
ん
し
ん
で
ん
き

身
電
気
は
即
ち
肉に
く
し
ん
で
ん
き

身
電
気
に
し
て
、
凡
そ
血け
つ
お
ん温
を
具そ
な

ふ
る
所
の
動ど
う
ぶ
つ物
、
皆
之
れ
を
有い
う

せ
ざ
る
は
な

く
、
而し

か
も
人じ

ん
し
ん身

に
於
て
其そ

の
も
っ
と尤も

多た
り
ょ
う量

な
る
を
見
る
。
然し

り
と
雖い

へ
ど
も
其

そ
の
り
ょ
う量

人ひ
と
び
と々

相あ
ひ
お
な同

じ
か
ら
ざ

る
を
以
て
、
之こ

れ
を
有い
う

す
る
こ
と
較や
や
お
ほ多
き
者
を
積せ
き
き
ょ
く極と
呼よ

び
、
稍や
や
す
く少
な
き
者
を
消せ
う
き
ょ
く極と
称せ
う

し
、
以
て

二
等
に
区く

べ
つ別

す
。
男
女
に
論ろ

ん

な
く
此
電で

ん
き気

は
全ぜ

ん
し
ん身

に
洽あ

ま
ねし

と
雖い

へ

ど
も
、
殊こ

と

に
其そ

の
い
ん
ぶ

陰
部
に
発は

っ

す
る
こ
と

甚は
な
はだ

多お
ほ

く
、
且か

つ

交か
う
が
ふ合

の
際さ

い

に
当あ

た

り
て
、
其そ

の
ぜ
ん
し
ん

全
身
に
存そ

ん

す
る
所
の
も
の
を
し
て
、
幾ほ

と
ん

ど
全ま

っ
た

く
陰い

ん
ぶ部

に
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湊そ
う
が
ふ合
せ
し
め
、
以
て
男
女
に
快く
わ
い
み味
を
感か
ん

ぜ
し
む
る
も
の
な
り
と
す
。
然し
か

り
而
か
し
て
、
男な
ん
に
ょ女
の

人じ
ん
し
ん
で
ん
き

身
電
気
其そ

の

積せ
き
き
ょ
く
せ
う
き
ょ
く

極
消
極
の
差さ

い異
最も

っ
とも

甚は
な
はだ

し
き
は
、
交か

う
が
ふ合

の
快く

わ
い
み味

を
感か

ん

ず
る
こ
と
殊こ

と

に
深ふ

か

く
、
其

差さ

い異
甚は
な
はだ
少す
く
なき
も
の
は
、
快く
わ
い
み味
を
感か
ん

ず
る
こ
と
ま
た
浅あ
さ

し
と
す
。
是こ
れ

他た

な
し
、
其そ
の

差さ

い異
甚は
な
はだ
し
き
も

の
は
、
男
女
の
引

い
ん
り
ょ
く力

亦ま
た

大だ
い

な
る
も
、
其そ

の

幾ほ
と

ん
ど
甲か

う
お
つ乙

な
き
者
に
至
て
は
、
引

い
ん
り
ょ
く力

亦ま
た

幾ほ
と
んど

烏う
い
う有

に
属ぞ

く

す

る
を
以も

っ

て
な
り
。

化く
わ
が
く
で
ん
き

学
電
気
と
は
酸さ
ん
せ
い
ぶ
つ

性
物
と
塩え
ん
き
せ
い
ぶ
つ

基
性
物
と
の
混こ
ん
が
ふ合
に
由よ
っ

て
発は
っ

す
る
所
の
電で
ん
き気
に
し
て
、
彼か

の
「
ガ
ラ
ハ

ニ
」
滅め

っ
き金
の
如ご
と

き
は
こ
れ
に
依よ

る
も
の
な
り
。
蓋け
だ

し
婦ふ
じ
ん人
の
陰い
ん
ぶ部
に
於お

け
る
や
、
多た
り
ょ
う量
の

塩え
ん
き
せ
い
り
う
ど
う
ぶ
つ

基
性
流
動
物
を
貯た
く
わへ
、
又
其
全ぜ
ん
め
ん面
よ
り
酸さ
ん
せ
い
り
う
ど
う
ぶ
つ

性
流
動
物
を
発は
っ

す
。
而
か
し
て
男だ
ん
し子
の
陰い
ん
ぐ具
も
亦ま
た

多た
せ
う少

の
酸さ

ん
せ
い
り
う
ど
う
ぶ
つ

性
流
動
物
を
発
す
る
が
故ゆ

へ

に
、
交こ

う
が
う合

の
際さ

い

此
二
物
混こ

ん
が
ふ合

し
て
、
互た

が

ひ
に
相あ

い
て
い
か
う

抵
抗
し
、
乃す

な
わち

電で
ん
き気

を
発
し
て
其
快く

わ
い
み味
を
助た
す

く
。

摩ま
さ
つ
で
ん
き

擦
電
気
は
何い

づ

れ
の
部ぶ

を
問と

は
ず
、
全ぜ

ん
し
ん身

に
洽あ

ま
ねき

も
の
な
る
こ
と
、
余よ

は
い輩

の
普あ

ま

ね
く
知し

る
所
な
る
が
、

其
最も

っ
とも
多お
ほ

き
の
部ぶ

を
、
男な
ん
し子
に
在あ

っ
て
は
陰い
ん
き
ゃ
う茎
の
亀き
と
う頭
と
し
、
婦ふ
じ
ん人
に
於
て
は
陰
部
の
挺て
い
か
う孔
即
ち

陰い
ん
が
い核

な
り
と
す
。
少せ

う
そ
う
な
ん
に
ょ

壮
男
女
の
独

ひ
と
り

自み
づ

か
ら
此こ

の
ぶ部

を
摩ま

さ
つ擦

し
、
以
て
手し

ゅ
い
ん淫

と
称せ

う

す
る
悪あ

く
じ事

を
行お

こ
なひ

、
一

時
の
快く

わ
い
び美
を
貪む
さ
ぼる
は
、
畢
ひ
っ
き
ゃ
う竟
此こ
の

摩ま
さ
つ
で
ん
き

擦
電
気
の
発は
つ
さ作
を
促う
な

が
す
に
過す

ぎ
ず
。
以
上
の
理り

を
熟じ
ゅ
く
か
い解す
る
と

き
は
、
手し

ゅ
い
ん淫

並な
ら

び
に
股こ

か
ん
い
ん
と
う

間
淫
等
の
如
き
は
其
大だ

い
が
い害

を
為な

す
を
知し

る
べ
き
な
り
。
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三
種
の
電
気
説
を
簡
単
に
説
明
し
ま
す
と
、
男
女
が
交
わ
る
時
に
、
三
種
類
の
電
気
、
す
な
わ
ち
、
人

身
電
気
、
舎
密
（
化
学
）
電
気
、
摩
擦
電
気
が
発
生
し
ま
す
。
こ
の
三
種
類
の
電
気
が
同
時
発
生
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
我
々
人
間
は
初
め
て
完
全
な
る
性
的
「
快
味
」
を
深
く
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
、

こ
の
最
大
限
の
喜
び
を
味
わ
わ
せ
て
く
れ
る
性
行
為
と
い
う
の
は
、
夫
婦
の
交
わ
り
に
限
り
、
そ
れ
以
外

の
行
為
、
た
と
え
ば
オ
ナ
ニ
ー
や
素
股
な
ど
を
や
る
時
は
摩
擦
電
気
の
一
種
類
し
か
発
生
し
ま
せ
ん
。
故

に
一
時
的
な
「
快
美
」
が
あ
る
と
し
て
も
、
体
に
「
大
害
」
が
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。

　

三
種
の
電
気
説
の
他
に
、
二
種
の
電
気
説
と
い
う
も
の
も
よ
く
登
場
し
ま
す
。
こ
ち
ら
は
性
行
為
を
、

男
の
陽
電
と
女
の
陰
電
と
が
調
合
す
る
過
程
と
し
て
捉
え
て
い
ま
す
が
、
そ
の
論
調
も
や
は
り
三
種
の
電

気
説
と
同
様
、
男
女
電
気
の
同
時
発
動
が
伴
わ
な
い
性
行
為
（
買
春
や
オ
ナ
ニ
ー
な
ど
）
を
厳
し
く
糾
弾

す
る
も
の
で
す
。

　

要
す
る
に
、
三
種
の
電
気
説
と
二
種
の
電
気
説
を
含
む
性
感
電
気
説
と
い
う
の
は
、
人
間
の
さ
ま
ざ
ま

な
性
行
為
に
、
一
つ
の
ラ
ン
ク
を
付
け
る
理
論
で
す
。
こ
の
ラ
ン
ク
の
下
で
、
夫
婦
間
の
セ
ッ
ク
ス
の
み

を
格
上
げ
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
他
（
股
間
淫
、
売
春
）
の
価
値
を
剥
奪
し
、
特
に
オ
ナ
ニ
ー
の
害
を
執

拗
に
説
い
て
い
ま
す
。
上
野
氏
は
こ
の
電
気
理
論
を
、「
一
夫
一
婦
と
夫
婦
和
合
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
、
生

物
学
的
基
礎
を
与
え
た
」
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
ま
す
が
、
正
鵠
を
射
た
指
摘
だ
と
思
い
ま
す
。

　

性
感
電
気
説
が
日
本
に
伝
わ
っ
た
の
は
割
と
早
く
、
そ
れ
を
初
め
て
日
本
人
に
紹
介
し
た
の
が
、『
造
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化
機
論
二
篇
』（
明
治
十
一
年
刊
）
で
す
。
こ
の
書
物
は
、
エ
ド
ワ
ル
ド
・
フ
ー
ト
と
い
う
ア
メ
リ
カ
人
医

師
の
著
作
を
、
千
葉
繁
が
訳
述
し
た
も
の
で
す
。
た
だ
し
、
こ
の
電
気
説
が
果
た
し
て
フ
ー
ト
の
発
明
で

あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
、
人
間
の
著
し
く
複
雑
な
身
体
現
象
の
す
べ
て
を
物
理
学
あ
る
い
は
化
学
の
原

理
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
い
う
発
想
は
、
西
洋
医
学
史
上
の
物
理
的
医
学
派
（
イ
ヤ
ト
ロ
フ
ュ
ジ
カ
ー
）

と
化
学
的
医
学
派
（
イ
ヤ
ト
ロ
ケ
ミ
カ
ー
）
の
考
え
方
に
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
今
日
の

目
で
見
れ
ば
、
性
感
電
気
説
は
物
理
学
的
・
化
学
的
な
装
い
を
示
し
な
が
ら
、
そ
の
実
、
思
弁
的
で
し
か

な
い
学
説
な
の
で
す
。
そ
の
た
め
現
代
の
『
性
科
学
大
事
典
』
な
ど
に
は
、
そ
れ
に
関
す
る
項
目
が
一
つ

も
設
け
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
と
は
別
に
、
明
治
造
化
機
論
の
世
界
で
は
、
こ
の
電
気
説
が

実
に
よ
く
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
日
本
社
会
に
か
つ
て
広
く
流
布
し
た
の
は
疑
い
の
な
い
事
実
で
す
。
赤
川

学
氏
は
『
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
歴
史
社
会
学
』
の
中
で
、
開
化
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
を
支
え
る
エ
ピ
ス
テ
ー

メ
ー
と
し
て
、
こ
の
電
気
説
を
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
前
述
の
よ
う
な
特
色
を
持
つ
造
化
機
論
は
、
同
時
代
の
日
本
人
の
目
に
、
果
た
し
て
ど
の

よ
う
に
映
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
簡
単
に
言
う
と
、
日
本
で
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
三
つ
の
見
方
が
存

在
し
て
い
ま
し
た
。
ま
ず
、
官
憲
側
の
見
方
か
ら
紹
介
す
る
と
、
明
治
政
府
は
始
め
こ
そ
放
任
の
態
度
を

見
せ
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
十
三
年
三
月
に
『
造
化
玉
手
箱
初
篇
』
を
発
禁
第
一
号
に
指
定
し
て
以
来
、

取
締
を
徐
々
に
拡
大
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
以
降
、
木
本
至
氏
の
い
う
「
洋
尊
和
卑
主
義
」、
つ
ま
り
、
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翻
訳
も
の
に
甘
く
、
和
風
の
作
品
に
厳
し
く
と
い
う
取
締
方
針
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
大
正
二
年
に
な
る

と
つ
い
に
す
べ
て
の
造
化
機
論
に
対
し
て
、
発
禁
処
分
の
命
令
が
下
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
の
官
憲
に
と
っ

て
、
造
化
機
論
は
紛
れ
も
な
く
良
風
美
俗
を
害
す
る
猥
褻
本
で
し
た
。

　

一
方
、
官
憲
の
認
識
と
対
極
に
あ
っ
た
の
が
、
書
籍
の
出
版
販
売
に
携
わ
る
側
の
認
識
で
し
た
。
彼
ら

に
と
っ
て
の
造
化
機
論
の
位
置
づ
け
は
、
東
京
書
籍
商
組
合
事
務
所
よ
り
出
版
さ
れ
た
『
書
籍
総
目
録
』

に
明
白
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
日
の
図
書
全
国
総
目
録
の
前
身
で
も
あ
る
こ
の
目
録
は
、
明
治
二
十
六

年
に
初
め
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
、
造
化
機
論
関
連
の
類
書
が
数
多
く
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で

造
化
機
論
が
ど
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、す
べ
て
第
一
門
の
「
医
学
」
の
下
に
あ
る
「
生

理
学
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
入
っ
て
い
ま
す
。
し
か
も
造
化
機
論
の
多
く
が
学
校
用
生
理
学
の
教
科
書
の

す
ぐ
隣
に
あ
る
「
通
俗
」
と
い
う
項
目
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
次
い
で
「
衛
生
学
」
と
い
う
項
目
に
も
数

点
入
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
事
実
は
、
造
化
機
論
を
曲
が
り
な
り
に
も
有
用
な
医
学
書
と
す
る
見
方
が
存
在

し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
も
う
一
つ
、
造
化
機
論
を
読
む
立
場
の
人
々
の
見
方
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
一
例
を
挙
げ
ま

し
ょ
う
。
京
都
日
々
新
聞
社
編
『
我
楽
多
珍
報
』
三
十
号
（
明
治
十
三
年
）
に
、「
読
造
化
機
論
」
と
い
う

小
さ
な
特
集
が
組
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
六
首
の
狂
詩
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
一
つ
は
次
の
よ

う
な
作
品
で
し
た
。
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独
握
亀
頭
読
機
論　

ひ
と
り　

き
と
う
を
に
ぎ
っ
て　

き
ろ
ん
を
よ
む

知
得
精
虫
作
子
孫　

し
る
を
え
た
り　

せ
い
ち
ゅ
う
の　

し
そ
ん
を
つ
く
る
を

造
化
奇
妙
感
心
至　

ぞ
う
か
の
き
み
ょ
う　

か
ん
し
ん
の
い
た
り

始
識
手
淫
弱
心
魂　

は
じ
め
て
し
る　

し
ゅ
い
ん
の　

し
ん
こ
ん
を
じ
ゃ
く
す
る
を

宮
津　

図
保
良

　

一
人
の
書
生
が
、
造
化
機
論
を
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
に
利
用
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
書
中
の
性
知

識
を
読
ん
で
し
ま
い
、
逆
に
オ
ナ
ニ
ー
の
害
を
教
え
ら
れ
た
、
と
い
う
滑
稽
な
情
景
を
描
い
た
作
品
で
す
。

こ
の
狂
詩
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
明
治
期
の
日
本
人
読
者
に
と
っ
て
、
造
化
機
論
は
春
画
淫
本
の
一
種

で
あ
る
と
同
時
に
、
れ
っ
き
と
し
た
性
科
学
啓
蒙
書
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
造
化
機
論
は
性
の
書
物
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
体
裁
と
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ

り
、
同
時
に
そ
れ
に
対
す
る
日
本
人
の
捉
え
方
も
、
多
様
で
し
た
。
そ
れ
は
や
が
て
中
国
へ
輸
出
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
清
末
期
を
生
き
た
中
国
人
の
捉
え
方
は
ま
た
一
味
違
う
も
の
で
し
た
。
次
に
こ
の

問
題
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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三
　
性
知
識
の
西
学
東
漸
小
史
―
―
造
化
機
論
伝
来
以
前

　

開
化
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
が
ど
の
よ
う
に
中
国
へ
伝
播
し
た
か
を
述
べ
る
前
に
、
そ
れ
以
前
の
様
子
に
つ
い

て
簡
単
に
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

生
殖
器
の
解
剖
学
知
識
に
関
し
て
言
え
ば
、
実
は
造
化
機
論
が
誕
生
す
る
は
る
か
以
前
、
す
で
に
キ
リ

ス
ト
教
宣
教
師
た
ち
に
よ
っ
て
、「
性
学
」（physica

）
の
一
部
と
し
て
中
国
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

イ
エ
ズ
ス
会
士
の
中
に
は
、
西
洋
の
解
剖
学
を
中
国
語
（
漢
文
）
で
紹
介
す
る
人
も
い
れ
ば
、
ま
た
満
州

語
に
訳
す
と
い
う
離
れ
業
を
見
せ
る
人
も
い
ま
し
た
。
西
洋
解
剖
学
を
中
国
人
に
紹
介
す
る
た
め
に
、
宣

教
師
た
ち
は
実
に
多
大
な
努
力
を
し
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
科
学
の
力
を
借
り
て
中
国
人
の
思
考
を
変
え
よ
う
と
い
う
彼
ら
の
期
待
は
、
み
ご
と
に
裏
切

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
漢
語
や
満
州
語
に
訳
さ
れ
た
解
剖
学
書
の
影
響
力
は
、
日
本
に
お
け
る
『
解

体
新
書
』
の
そ
れ
と
比
べ
て
、
全
く
大
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
西
洋
解
剖
学
の
知
識

が
中
国
で
広
ま
ら
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
理
由
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
一
つ
の
要
因
は
政

治
権
力
の
干
渉
に
あ
り
ま
す
（
た
と
え
ば
満
州
語
の
『
格
体
全
録
』
が
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
そ
の
好
例

で
す
）。
も
う
一
つ
、
こ
の
時
代
の
解
剖
学
が
、
ま
だ
神
学
的
な
色
彩
を
強
く
帯
び
て
い
た
こ
と
も
挙
げ
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ら
れ
ま
し
ょ
う
。
宣
教
師
た
ち
が
解
剖
学
的
知
識
を
中
国
人
に
伝
え
た
の
は
、
造
化
主
す
な
わ
ち
神
の
偉

大
さ
を
理
解
さ
せ
る
た
め
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
キ
リ
ス
ト
教
に
反
感
を
持
つ
正
統
な
儒
学
者
、
た
と
え

ば
、
嘉
靖
年
間
の
儒
者
で
あ
る

正
燮
な
ど
は
こ
れ
に
強
く
反
発
し
た
の
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
解
剖
学
の
う
ち
の
性
知
識
に
限
っ
て
言
う
と
、
さ
ら
に
二
つ
の
理
由
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

一
つ
は
言
葉
の
問
題
で
す
。
宣
教
師
た
ち
は
解
剖
学
の
知
識
を
伝
え
る
た
め
に
、
当
時
の
中
国
語
に
存
在

し
な
い
多
く
の
専
門
用
語
を
新
た
に
発
明
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
男
性
の
精
液
や
女
性
の
月

経
、
お
よ
び
卵
子
を
指
す
「
質
具
」
と
い
う
語
や
、
神
経
を
意
味
す
る
「
筋
」
と
い
う
語
が
そ
の
例
で
す

が
、
当
時
の
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
、
簡
単
に
理
解
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
現
に
、

正
燮
な
ど
は
『
人
身
図
説
』
を
読
ん
で
、
西
洋
人
は
四
つ
の
睾
丸
を
持
っ
て
い
る
と
勘
違
い
を
し
て
い
ま

す
（『
葵
巳
存
稿
』）。

　

そ
れ
に
加
え
、
宣
教
師
た
ち
の
性
に
対
す
る
姿
勢
も
、
性
知
識
の
伝
播
を
妨
げ
る
も
の
で
し
た
。
彼
ら

は
性
に
関
わ
る
問
題
に
触
れ
る
際
、
非
常
に
小
心
翼
々
と
し
た
態
度
を
と
り
ま
し
た
。
造
化
機
論
に
堂
々

と
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
玉
門
画
」
の
よ
う
な
生
殖
器
解
剖
図
は
、
彼
ら
の
著
作
に
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
た

と
え
ば
、『
格
体
全
録
』
の
挿
絵
を
原
図
と
比
べ
る
と
分
か
る
通
り
、
作
者
の
パ
ラ
ン
ナ
ン
（
巴
多
明
）

は
男
性
の
身
体
構
造
を
説
明
す
る
時
、
わ
ざ
わ
ざ
画
中
の
男
の
腰
部
分
に
布
の
よ
う
な
も
の
を
付
け
加
え

て
、
陰
部
を
隠
し
て
い
ま
す
（
図
5
）。
む
ろ
ん
女
性
の
身
体
図
も
同
じ
で
す
。
図
6
は
女
性
の
子
宮
に
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図 5　 パランナン（巴多明）著『格体全録』挿絵の第 1図「正面所見人
体全図」（右）とその原図（左、Bauhin『解剖学の劇場』所収、
1605 年、日文研野間文庫蔵）
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関
す
る
説
明
で
す
が
、
元
絵
と
比
べ
る
と
、

説
明
が
か
な
り
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
な
く
、
女
性
的
な
部
分
が
す
べ
て
見
え

な
い
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
い

で
に
言
う
と
、
パ
ラ
ン
ナ
ン
は
挿
絵
だ
け

で
な
く
、
言
葉
遣
い
に
も
気
を
配
っ
て
い

ま
し
た
。
陰
茎
の
訳
語
と
し
て
彼
は
、「
生

命
力
」
を
意
味
す
る
満
州
語
のergen

と

い
う
婉
曲
表
現
を
使
っ
て
い
ま
す
。
と
に

か
く
、
西
洋
解
剖
学
に
お
け
る
性
知
識
は
、

清
朝
の
初
期
に
は
す
で
に
伝
わ
っ
て
い
た

も
の
の
、
中
国
社
会
に
与
え
た
影
響
は
た

い
へ
ん
限
定
的
で
、
微
々
た
る
も
の
で
し

た
。

　

こ
の
状
況
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
以
後
も
あ

ま
り
変
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
十
九
世
紀

図 6　 『格体全録』挿絵の第 79 図（右）とその原図（左、Thomas 
Bartholin『人体解剖学』、1673 年、日文研野間文庫蔵）
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半
ば
頃
に
な
る
と
、
新
た
に
イ
ギ
リ
ス
系
の
解
剖
学
が
中
国
に
入
っ
て
き
ま
す
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、

ホ
ブ
ソ
ン
（
合
信
）
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
人
の
医
師
兼
宣
教
師
が
書
い
た
『
全
体
新
論
』
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
が
著
し
た
医
学
書
よ
り
多
く
の
中
国
人
読
者
を
獲
得
し
た
も
の
の
、
中
国
社
会

の
反
応
は
鈍
い
ま
ま
で
し
た
。
特
に
性
知
識
に
つ
い
て
、
同
時
代
の
読
書
人
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
感
想
を
残

し
て
い
ま
せ
ん
。

　

た
だ
、
こ
の
『
全
体
新
論
』
に
関
し
て
、
一
つ
特
筆
す
べ
き
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
本
書
は
出
版
後
、
す

ぐ
に
日
本
に
輸
出
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
も
、
わ
ず
か
数
年
後
の
安
政
四
年
、
同
名
の
和
刻
版
も
作
ら
れ
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
明
治
に
入
る
と
、
二
種
類
の
『
全
体
新
論
訳
解
』
が
、
そ
れ
ぞ
れ
東
京
と
大
阪
で
出
版

さ
れ
ま
し
た
。
ホ
ブ
ソ
ン
の
学
説
に
対
す
る
反
響
は
、
中
国
よ
り
日
本
の
ほ
う
が
ず
っ
と
大
き
か
っ
た
の

で
す
。

　
『
全
体
新
論
』
は
解
剖
学
の
書
で
す
が
、
そ
の
中
の
「
外
腎
論
」「
陽
精
論
」「
陰
経
論
」
の
三
節
で
は
、

生
殖
器
の
解
剖
学
的
知
識
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
実
は
性
道
徳
め
い
た
内
容
も
含
ま

れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
陽
精
論
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

若
シ
手
淫
シ
テ
自
ラ
精
気
ヲ
洩
セ
ハ
、
身
ヲ
傷
フ
更
ニ
甚
ダ
シ
、
毎
ニ
青
盲
聾

ノ
病
症
ア
リ
、
客

ヲ
擁
ヘ
抱
ク
ノ
妓
コ
、
人
ヲ
宿
セ
ル
ノ
娼
ナ
ド
ニ
、
至
リ
テ
ハ
花
柳
ノ
害
ハ
尤
モ
酷
タ
シ
、
身
体
ヲ
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傷
残
ヒ
、
毒
ハ
其
ノ
妻
孥
ニ
及
ブ
、
自
カ
ラ
愛
ス
ル
ヲ
知
ラ
ザ
ル
者
ナ
レ
バ
、
誰
人
カ
為
ニ
之
ヲ
惜

マ
ン
ヤ
。

　

オ
ナ
ニ
ー
有
害
論
の
言
説
が
、
造
化
機
論
に
は
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
言
説
は
、

千
葉
繁
訳
述
の
『
造
化
機
論
』
が
刊
行
さ
れ
る
以
前
、
す
で
に
日
本
語
の
書
物
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

『
全
体
新
論
』
の
人
気
ぶ
り
か
ら
推
測
す
る
と
、
ホ
ブ
ソ
ン
の
説
は
、
明
治
前
期
の
日
本
社
会
で
か
な
り

知
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
明
白
な
証
拠
と
し
て
、
造
化
機
論
に
は
実
際
に
『
全
体
新
論
』
の
影
響
が
見
ら
れ
ま
す
。
少
な
く

と
も
用
語
の
レ
ベ
ル
で
は
、
両
者
の
連
関
が
顕
著
に
存
在
し
ま
す
。
千
葉
繁
は
『
造
化
機
論
』
の
中
で
、

神
を
意
味
す
る
「
造
化
」
と
い
う
言
葉
や
、睾
丸
を
意
味
す
る
「
外
腎
」、女
子
の
生
殖
器
を
意
味
す
る
「
陰

経
」
な
ど
の
解
剖
学
用
語
を
使
っ
て
い
ま
す
が
、こ
れ
ら
は
す
べ
て
ホ
ブ
ソ
ン
が
使
っ
た
も
の
で
す
（『
全

体
新
論
』
に
は
「
造
化
論
」
と
い
う
節
さ
え
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
）。
そ
れ
か
ら
、オ
ナ
ニ
ー
を
意
味
す
る
「
手

淫
」
も
、
こ
の
『
全
体
新
論
』
に
よ
っ
て
、
初
め
て
日
本
語
に
定
着
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
言
う
の
も
、

『
全
体
新
論
訳
解
』
の
翻
訳
者
で
あ
る
高
木
熊
三
郎
は
、「
手
淫
」
と
い
う
言
葉
を
理
解
で
き
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
彼
は
同
書
の
注
の
中
で
、「
手
淫
未
ダ
詳
カ
ナ
ラ
ズ
疑
ラ
ク
ハ
宣
淫
ノ
誤
リ
ナ
ラ
ン
」
と
憶
測

し
て
い
ま
す
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
解
剖
学
の
漢
訳
西
洋
書
は
、
中
国
で
は
反
応
が
鈍
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
日
本
で
は

全
面
的
か
つ
迅
速
に
受
け
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
影
響
が
さ
ら
に
造
化
機
論
に
も
及
ん
だ
の
で
す
。
造

化
機
論
の
源
流
を
考
え
る
際
、
中
国
か
ら
の
影
響
は
無
視
で
き
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

四
　
造
化
機
論
の
中
国
輸
出

　

セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
に
対
す
る
中
国
人
の
認
識
が
大
き
く
変
わ
っ
た
の
は
、
日
清
戦
争
（
一
八
九
四
〜
九
五
）

以
後
の
こ
と
で
す
。
ち
っ
ぽ
け
な
隣
国
に
予
想
外
の
大
敗
を
喫
し
た
と
い
う
現
実
は
、
当
時
の
知
識
人
た

ち
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
ま
し
た
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
、
十
九
世
紀
末
期
の
数
年
間
は
列
強
に
よ
る
侵

略
が
い
っ
そ
う
苛
烈
な
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
当
時
の
知
識
人
の
多
く
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
中
国

は
種
族
の
生
存
競
争
に
負
け
て
し
ま
い
、
中
国
人
種
が
い
ず
れ
絶
滅
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
深
刻
な
危

機
感
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

亡
国
の
危
機
か
ら
国
を
救
う
た
め
に
は
、
中
国
社
会
を
根
本
か
ら
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
思

う
知
識
人
た
ち
が
真
っ
先
に
注
目
し
た
問
題
の
一
つ
に
、
中
国
人
の
身
体
が
あ
り
ま
す
。
当
時
、
身
体
改

造
の
問
題
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
社
会
改
良
の
基
礎
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
（
黄
金
麟

『
歴
史
・
身
体
・
国
家
―
―
近
代
中
国
的
身
体
形
成
（1895-1937
）』）。
こ
の
よ
う
な
身
体
認
識
が
広
く
共
有
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さ
れ
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
、「
保
種
」（
種
を
守
れ
）
や
「
強
種
」（
種
を
強
く
せ
よ
）
の
よ
う
な
ス
ロ
ー

ガ
ン
も
盛
ん
に
叫
ば
れ
ま
し
た
。
当
然
な
が
ら
、
身
体
に
関
連
す
る
西
洋
の
学
問
も
こ
こ
で
新
た
に
要
請

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
中
で
も
脚
光
を
浴
び
た
の
が
、
衛
生
学
や
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
で
し
た
。
い
ず

れ
も
、
健
康
で
聡
明
な
国
民
を
作
る
の
に
必
要
不
可
欠
な
学
問
に
違
い
な
い
、
と
当
時
の
人
々
は
考
え
た

よ
う
で
す
。

　

こ
の
時
代
の
代
表
的
な
論
客
と
し
て
、
譚
嗣
同
と
康
有
為
が
い
ま
し
た
。
二
人
は
周
知
の
よ
う
に
維
新

運
動
の
リ
ー
ダ
ー
で
も
あ
り
ま
す
。
中
で
も
康
有
為
は
、
一
八
八
〇
年
代
か
ら
日
本
の
書
籍
に
注
目
し
て

お
り
、
ち
ょ
う
ど
戊
戌
の
変
法
の
最
中
、
彼
は
『
日
本
書
目
誌
』（
一
八
九
八
年
）
と
い
う
本
を
編
し
て

光
緒
帝
に
献
上
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
七
千
点
以
上
の
日
本
書
を
収
録
し
た
目
録
で
す
が
、
先
に
挙
げ
た

日
本
の
『
書
籍
総
目
録
』
を
ネ
タ
本
と
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
出
版
目
的
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
書

を
利
用
し
て
西
洋
の
学
問
を
全
面
的
に
摂
取
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。
同
書
の
中
で
、
康
が
最
も
重
視

し
た
ジ
ャ
ン
ル
の
一
つ
が
、
他
な
ら
ぬ
造
化
機
論
で
す
。
彼
は
、
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
ま
す
。

右
に
、
生
理
学
通
俗
の
書
物
を
十
一
種
挙
げ
ま
し
た
。（
中
略
）
学
問
と
い
う
も
の
は
、
学
ぶ
べ
き

も
の
と
、
学
ば
な
く
て
い
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
生
理
学
の
場
合
、
か
ら
だ
と
い
う
身
近

な
も
の
を
対
象
と
し
て
お
り
、
誰
も
が
持
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
我
が
国
の
『
素
問
』
と
い
う
書
が
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そ
の
起
源
で
す
が
、
近
時
の
西
洋
で
は
こ
の
学
問
が
大
い
に
発
達
し
て
き
た
の
で
す
。（
中
略
）
日

本
人
は
そ
れ
ら
の
関
連
書
を
こ
と
ご
と
く
翻
訳
し
、
学
校
で
も
教
え
、
通
俗
な
も
の
な
ら
世
間
で
も

流
行
っ
て
い
ま
す
。
生
理
学
は
造
化
の
根
源
を
追
求
す
る
も
の
で
、
男
女
の
こ
と
ま
で
説
い
て
く
れ

ま
す
。
子
づ
く
り
の
器
官
か
ら
天
命
の
精
髄
を
求
め
る
こ
の
学
問
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
物
理
学
の
源

で
あ
り
、
心
霊
学
の
本
で
す
。（
中
略
）
生
理
学
の
理
に
通
じ
、
自
分
の
命
を
守
る
こ
と
は
、
人
道

の
根
本
で
あ
り
、
最
初
に
や
る
べ
き
学
問
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

（『
日
本
書
目
誌
』
巻
一
、
生
理
門
、
生
理
学
通
俗
）

　

中
国
人
が
も
し
学
問
を
や
る
な
ら
、
ま
ず
造
化
機
論
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
当
時

の
中
国
を
代
表
す
る
知
識
人
で
あ
っ
た
康
有
為
の
見
方
で
し
た
。
日
本
の
官
憲
が
造
化
機
論
を
猥
褻
本
と

し
て
扱
い
、
ま
た
、
多
く
の
日
本
人
読
者
が
そ
れ
を
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
的
に
利
用
し
て
い
る
こ
と
を
、

康
は
き
っ
と
知
ら
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
て
、
亡
国
の
危
機
感
に
駆
ら
れ
た
清
末
の
知
識
人
は
、

断
片
的
な
情
報
を
頼
り
に
し
て
、
藁
に
も
す
が
る
よ
う
な
思
い
で
開
化
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
に
た
ど
り
着
い
た

の
で
す
。

　

戊
戌
の
変
法
は
数
カ
月
で
弾
圧
さ
れ
、
そ
の
後
、
康
有
為
も
海
外
へ
の
逃
亡
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
造
化
機
論
に
対
す
る
彼
の
強
力
な
勧
め
は
、
当
時
の
中
国
社
会
で
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
よ
う
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で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
か
ら
造
化
機
論
の
類
書
を
直
接
輸
入
す
る
と
い
う
動
き
が
、『
日
本
書
目
誌
』

刊
行
か
ら
数
年
後
に
現
れ
た
か
ら
で
す
。
図
7
は
、
一
九
〇
一
年
六
月
二
十
一
日
付
の
『
申
報
』
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
日
本
書
の
販
売
広
告
で
、
広
告
主
は
理
文
軒
中
外
書
会
と
い
う
、
上
海
市
内
に
書
肆
を
開
い

て
い
た
会
社
で
す
。
文
字
が
び
っ
し
り
詰
ま
っ
た
こ
の
広
告
を
細
か
く
見
る
と
、
そ
の
中
身
は
次
の
通
り

で
す
。『
日
清
韓
三
国
詳
細
地
図
』
以
下
地
図
類
計
二
十
九
点
、『
小
学
修
身
訓
画
』
な
ど
の
学
校
用
掛
図

計
二
十
幅
、世
界
の
皇
帝
像
と
日
本
歴
代
天
皇
像
計
六
種
、羅
布
存
徳
（
ロ
ブ
シ
ャ
イ
ト
）
著
『
華
英
字
典
』

以
下
辞
書
類
計
二
十
八
点
、
造
化
機
論
計
九
点
、
そ
の
他
一
点
（『
日
本
風
俗
』）。

　

造
化
機
論
九
点
の
う
ち
に
は
、
次
の
よ
う
な
著
作
が
入
っ
て
い
ま
す
。

生
植
器
新
書　

一
元
五
角

普
通
妊
娠
論
附
小
児
養
育
法　

一
元
三
角

通
俗
造
化
機
論　

六
角

男
女
交
合
機
論　

五
角

無
上
之
快
楽　

四
角

男
女
交
合
新
論　

五
角

男
女
造
化
機
論　

七
角
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男
女
造
化
機
新
論　

七
角

男
女
交
合
秘
訣　

五
角

　

こ
の
広
告
の
中
で
、
造
化
機
論
の
刊
行
物
が
、
小
学
修
身
用
の
掛
図
や
語
学
の
辞
書
、
皇
帝
像
・
天
皇

像
と
い
っ
た
教
育
関
連
の
印
刷
物
と
一
緒
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
に
値
し
ま
す
。
こ
れ
は
、

造
化
機
論
が
清
末
の
中
国
で
れ
っ
き
と
し
た
近
代
知
識
の
啓
蒙
書
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
が
、
小
学
校
の
教
科
書
や
天
皇
像
の
横
に
、
造
化

機
論
の
書
物
が
置
か
れ
て
堂
々
と
販
売
さ
れ
る
と
い
う
風
景
が
、
清
末
上
海
の
書
肆
で
は
見
ら
れ
た
よ
う

図 7　理文軒中外書会の日本
図書販売広告（『申報』1901
年 6 月 21 日付）
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で
す
。

　

で
は
、
日
本
か
ら
直
輸
入
さ
れ
た
造
化
機
論
の
書
物
と
は
実
際
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
少
し

具
体
的
に
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
前
記
リ
ス
ト
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
た
「
生
植
器
新
書
」
は
、お
そ
ら
く
『
生

殖
器
新
書　

全　

一
名　

既
婚
未
婚
男
女
必
読
婚
姻
案
内
』（
米
国
医
学
博
士　

ホ
リ
ッ
ク
著
・
日
本
医
学

士　

守
矢
親
国
訳
、
博
文
館
、
明
治
三
十
年
）
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
生
殖
器
に
関
す
る
解
剖
学
と
病
理
学
の

知
識
を
主
な
内
容
と
す
る
専
門
書
で
、
清
末
の
人
々
に
と
っ
て
注
目
度
の
高
い
も
の
で
し
た
。
そ
の
後
、

本
書
の
中
国
語
版
が
二
つ
も
出
て
い
ま
す
。
先
に
出
た
の
は
、『
生
殖
器
新
書
』（
霍
立
克
著
、仇
光
裕
口
訳
・

王
建
善
筆
述
、
日
新
書
所
刊
、
一
九
〇
一
年
）
と
い
う
も
の
で
（
図
8
）、
訳
者
の
一
人
で
あ
る
王
建
善
に

よ
る
と
、
口
訳
者
の
仇
光
裕
は
西
洋
医
学
専
門
の
医
師
で
、
二
人
で
原
書
を
英
語
か
ら
中
国
語
に
訳
し
た

と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
同
書
と
守
矢
訳
の
日
本
語
版
と
を
比
べ
て
み
る
と
、
専
門
用
語
の
面
に
お
い
て
、

両
者
は
驚
く
ほ
ど
一
致
し
て
い
ま
す
。
中
国
語
の
翻
訳
者
は
間
違
い
な
く
日
本
語
版
を
参
考
に
し
た
の
で

し
ょ
う
。
こ
の
事
実
か
ら
、
当
時
西
洋
医
学
の
医
者
た
ち
の
間
で
、
日
本
で
成
立
し
た
性
・
生
殖
関
連
の

解
剖
学
的
用
語
が
積
極
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
推
察
で
き
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、ホ
リ
ッ
ク
と
い
う
人
物
の
著
作
は
清
末
に
か
な
り
人
気
が
高
か
っ
た
よ
う
で
す
。
彼
の『
生

殖
器
の
研
究
』（
伊
沢
徳
訳
、
求
光
閣
書
店
、
明
治
三
十
九
年
）
も
中
国
語
に
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中

国
語
版
（
宣
統
元
年
刊
）
の
冒
頭
に
は
、「
美
国
医
学
博
士
花
立
克
原
著
、
訳
述
者
日
本
医
士
伊
沢
徳
、
復
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訳
者
雲
間
姚
昶
緒
」
と
あ
り
、
中
国
語

訳
は
日
本
語
版
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と

が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
も
う
一
つ
、
ホ
リ
ッ
ク
著
・

春
夢
楼
主
人
訳
『
学
理
実
験
色
情
衛
生

男
女
の
秘
密
』（
盛
文
堂
書
房
、
発
行
人

福
永
捨
次
郎
、
明
治
四
十
一
年
刊
、
翌
明

治
四
十
二
年
八
月
発
禁
）
も
中
国
語
に

翻
訳
さ
れ
ま
し
た
。
こ
ち
ら
は
厚
顔
無

恥
な
出
版
商
人
が
ホ
リ
ッ
ク
の
名
前
を

利
用
し
て
作
っ
た
贋
作
で
、
日
本
で
は

出
版
後
す
ぐ
に
発
禁
と
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
書
物
に
も
中

国
語
版
（『
学
理
実
験
色
情
衛
生　

男
女

之
秘
密
』、
光
緒
三
十
四
年
刊
）
が
あ
り
、

し
か
も
そ
れ
が
繰
り
返
し
再
版
さ
れ
た

図 8　 『生殖器新書』の日本語版（左、守矢親国訳、1897 年刊）と中国
語版（右、仇光裕口訳・王建善筆述、1901 年刊）
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の
で
、
清
末
民
初
の
中
国
社
会
に
か
な
り
広
く
流
布
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

前
述
の
『
申
報
』
日
本
書
販
売
広
告
の
話
に
戻
り
ま
す
。
九
点
の
造
化
機
論
の
中
に
は
、『
生
殖
器
新
書
』

の
よ
う
に
学
術
性
を
有
す
る
翻
訳
書
が
あ
る
一
方
、
そ
れ
と
対
極
に
あ
る
書
物
も
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

代
表
例
と
し
て
、『
無
上
之
快
楽
』
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
（
図
9
）。
書
名
を
正
し
く
言
え
ば
、『
男
女
交
合

無
上
之
快
楽
』
と
な
り
ま
す
が
、
大
阪
の
梶
尾
商
会
な
る
と
こ
ろ
が
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
に
刊

行
し
、
明
治
四
十
五
年
と
大
正
二
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
発
禁
処
分
を
受
け
た
も
の
で
す
。
著
者
は
、「
東

都
愛
情
散
史
校
閲
、
浪
速
艶
情
笑
史
著
」
と
な
っ
て
い
て
、
は
し
が
き
を
記
し
た
の
は
「
快
楽
無
上
人
」

と
い
う
人
物
で
し
た
。
こ
の
人
物
に
よ
れ
ば
、
同
書
は
、「
世
の
粋
様
野
暮
様
偖
は
物
堅
き
石
部
金
吉
又

祇
園
豆
腐
の
や
わ
ら
か
き
方
様
」
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
だ
と
い
い
ま
す
。
本
文
を
覗
い
て
み
る
と
、

確
か
に
造
化
機
論
流
の
知
識
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
、「
色
の
世
界
」「
思
案
の
外
の

色
の
道
」「
春
心
」
な
ど
の
章
題
か
ら
推
察
で
き
る
通
り
、
戯
作
の
流
れ
を
汲
ん
だ
書
物
で
す
。
こ
の
書

は
さ
す
が
に
中
国
語
に
翻
訳
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
孫
宝
瑄
と
い
う
同
時
代
の
読
書
家
（
北
洋
政
府
の

内
閣
総
理
を
務
め
た
孫
宝
琦
の
弟
、
そ
の
妻
は
李
鴻
章
の
姪
）
が
、
上
海
四
馬
路
の
理
文
軒
中
外
書
会
で
購

入
し
て
い
ま
す
。
精
子
と
卵
子
を
「
山
中
の
金
銀
と
海
底
の
珠
玉
」
と
喩
え
る
書
中
の
文
言
に
対
し
て
、

孫
は
、「
悟
り
の
境
地
に
達
し
て
い
る
」
と
激
賞
し
て
い
ま
す
（『
忘
山
廬
日
記
』、
光
緒
二
十
八
年
十
月

三
十
日
）。



33

　

理
文
軒
中
外
書
会
が
出
し
た
日
本
書
の
広
告
の
中
で
、
中
国
人
に
広
く
読
ま
れ
た
書
と
し
て
は
他
に
、

二
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
『
男
女
造
化
機
新
論
』
で
す
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、『
男
女
交
合

造
化
機
新
論
』（
細
野
順
纂
訳
、
村
上
真
助
発
行
、
明
治
二
十
一
年
刊
、
明
治
四
十
四
年
七
月
発
禁
）
と
い
う

書
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
実
は
こ
の
書
に
は
『
生
殖
器
新
書
』
と
同
様
、
二
つ
の
中
国
語
版
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
『
普
通
男
女
交
合
造
化
機
新
論
』『
造
化
機
新
論
』
と
名
づ
け
ら
れ
て
、
一
九
〇
二

〜
〇
三
年
に
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。『
男
女
交
合
造
化
機
新
論
』
は
典
型
的
な
造
化
機
論
の
書
物
で
、
三

種
の
電
気
説
も
オ
ナ
ニ
ー
の
害
も
詳
し
く
紹
介
し
て
い
ま
す
。作
者
の
細
野
順
は
、「
帝
国
医
科
大
学
卒
業
」

と
い
う
肩
書
き
を
持
ち
、
ま
た
漢
文
の
序

を
送
っ
た
佐
川
晃
と
い
う
人
物
は
、「
海
軍

大
軍
医
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う

い
う
い
か
め
し
い
肩
書
き
は
、
作
品
の
権

威
を
高
め
る
た
め
に
付
け
ら
れ
た
も
の
に

違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
清
末
の
中
国
読
書

人
は
ど
う
も
そ
れ
に
弱
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
書
は
、『
男
女
交

合
新
論
』
で
す
。
こ
ち
ら
は
、橋
爪
貫
一
が
、

図 9　 東都愛情散史校閲、浪華艶情笑
史著『男女交合無上之快楽』（梶
尾商会、1898 年）の表紙
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ア
メ
リ
カ
の
「
骨
相
学
大
博
士
」
で
あ
る
発
烏
羅
（
フ
ァ
ウ
ラ
ー
）
の
著
書
『
ク
リ
エ
チ
フ　

ア
ン
ド　

セ
キ
シ
ユ
ア
ル　

サ
イ
エ
ン
ス
』
の
う
ち
、「
生
殖
編
」
を
抄
訳
し
た
書
で
、
日
本
で
は
明
治
十
二
年
初
版
、

原
題
は
『
男
女
之
義
務
』
で
し
た
。
明
治
二
十
年
に
は
、
春
陽
堂
と
い
う
東
京
の
書
肆
が
そ
れ
を
改
題
翻

刻
し
、
明
治
二
十
五
年
ま
で
に
少
な
く
と
も
八
版
を
出
し
て
い
ま
す
。
同
書
の
中
国
語
版
と
し
て
は
、
ま

ず
『
戒
淫
養
生
男
女
種
子
交
合
新
論
』（
美
法
烏
羅
・
日
本
神
田
彦
太
郎
著
、
一
九
〇
一
年
）
が
出
版
さ
れ
、

間
も
な
く
『
男
女
交
合
新
論
』（
美
法
烏
羅
著
、
日
本
神
田
彦
太
郎
・
王
立
才
編
輯
、
憂
亜
子
訳
、
日
清
書
館
、

一
九
〇
二
年
）
と
改
題
さ
れ
て
再
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
後
者
は
『
増
補
東
西
学
書
録
』（
一
九
〇
二
年
刊
）

と
い
う
有
名
な
目
録
に
も
収
録
さ
れ
て
お
り
、
西
学
の
重
要
著
作
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
二

つ
の
刊
本
の
他
に
、武
田
雅
哉
氏
に
よ
る
と
、同
書
は
『
男
女
衛
生
交
歓
論
』『
男
女
愛
情
合
歓
新
論
』『
絵

図
房
中
術
』『
男
女
交
合
秘
要
新
論
』『
男
女
秘
密
種
子
奇
方
』『
生
育
指
南
房
中
術
』
な
ど
の
題
で
も
出

版
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
海
賊
版
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
と
に
か
く
清
末
か
ら
民
国
期

に
か
け
て
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
出
回
っ
た
造
化
機
論
の
書
物
は
他
に
存
在
し
ま
せ
ん
。

内
容
を
見
る
と
、
解
剖
学
的
な
性
知
識
の
紹
介
は
少
な
く
、
精
神
の
愛
を
説
く
性
哲
学
的
な
記
述
の
多
い

こ
と
が
、
一
つ
の
大
き
な
特
徴
で
す
。
同
書
が
長
く
流
行
し
た
理
由
は
、
あ
る
い
は
こ
こ
に
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

前
述
の
『
申
報
』
広
告
に
は
載
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
一
九
〇
一
年
以
降
に
中
国
で
紹
介
さ
れ
た
造
化
機
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論
の
書
物
と
し
て
、
藤
根
常
吉
纂
訳
『
生
殖
衛
生
論
』（
吐
鳳
堂
書
店
、
明
治
三
十
二
年
）
と
、
松
本
安
子

著
『
男
女
生
殖
健
全
法
』（
中
央
看
護
婦
会
、
明
治
三
十
三
年
）
の
二
冊
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
中
国
語

に
翻
訳
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
『
婚
姻
進
化
新
論
』（
藤
根
常
吉
撰
、
丁
福
同
訳
、
一
九
〇
三
年
）、『
男

女
婚
姻
衛
生
学　

一
名　

少
年
男
女
須
知
』（
日
本
女
医
士　

松
本
安
子
著
、
誘
民
子
訳
、
啓
智
書
会
、

一
九
〇
二
年
）
と
題
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
の
出
版
後
わ
ず
か
な
タ
イ
ム
ラ
グ
で
早
く
も
中
国
に
紹
介

さ
れ
た
造
化
機
論
と
し
て
、
注
目
す
べ
き
も
の
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、や
や
特
殊
な
ケ
ー
ス
と
し
て
、『
男
女
衛
生
新
論　

一
名　

延
寿
得
子
法
』（
綿
貫
輿
三
郎
著
、

上
海
新
智
社
、
一
九
〇
三
年
）
が
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
は
中
国
語
版
が
先
に
出
て
、
日
本
語
版
の
『
延
寿

得
子　

婦
人
と
男
子
の
衛
生
』（
上
海
新
智
社
東
京
分
局
、
一
九
〇
五
年
）
が
出
た
の
は
そ
の
二
年
ほ
ど
後

に
な
り
ま
す
。
作
者
の
綿
貫
輿
三
郎
は
、「
清
国
上
海
日
本
博
愛
医
院
副
院
長
」
と
い
う
肩
書
き
の
持
ち
主
、

す
な
わ
ち
、清
末
の
上
海
に
い
た
日
本
人
医
師
の
一
人
だ
っ
た
の
で
す
。木
本
至
氏
は
か
つ
て
同
書
を
、「
支

那
大
陸
に
伸
び
た
制
圧
者
の
手
」
と
位
置
づ
け
て
い
ま
す
が
、
実
際
は
中
国
の
出
版
社
が
綿
貫
に
執
筆
を

依
頼
し
て
お
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
中
国
側
が
積
極
的
に
導
入
し
た
と
言
え
ま
す
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
康
有
為
著
『
日
本
書
目
誌
』
が
出
版
さ
れ
て
間
も
な
く
、
造
化
機
論
熱
と
で

も
称
す
べ
き
ブ
ー
ム
が
、
当
時
の
中
国
社
会
に
巻
き
起
こ
っ
て
い
ま
し
た
。
日
本
の
原
書
が
輸
入
さ
れ
る

と
同
時
に
、
中
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
も
の
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
夥
し
い
再
版
本
と
海
賊
版
の
存
在
か
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ら
見
て
、
造
化
機
論
は
清
末
期
の
人
々
の
間
で
か
な
り
広
く
読
ま
れ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
に
は
生
理

学
の
学
術
専
門
書
か
ら
戯
作
的
な
文
学
作
品
ま
で
幅
広
く
含
ま
れ
て
お
り
、
全
く
玉
石
混
淆
の
様
相
を
呈

し
て
い
ま
す
が
、
深
刻
な
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
清
末
の
読
書
人
た
ち
は
、
そ
れ
ら
を
い
ち
い
ち
区
別
せ

ず
、
と
に
か
く
有
用
の
知
識
と
し
て
貪
欲
に
摂
取
し
て
社
会
改
良
の
武
器
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

五
　「
培
種
の
道
」
か
ら
見
る
造
化
機
論
の
受
容

　

楊

の
『
吾
妻
鏡
』
は
、
ま
さ
に
こ
の
造
化
機
論
熱
の
中
で
誕
生
し
た
も
の
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
同
書

が
書
か
れ
た
一
九
〇
一
年
に
は
す
で
に
、
霍
立
克
『
生
殖
器
新
書
』、
法
烏
羅
『
男
女
交
合
新
論
』、
森
田

峻
太
郎
『
伝
種
改
良
問
答
』
の
三
冊
が
中
国
で
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
に
追
随
す
る
形
で
『
吾
妻

鏡
』
は
刊
行
さ
れ
、
時
代
の
風
潮
を
み
ご
と
に
反
映
し
た
作
品
と
し
て
捉
え
ら
れ
ま
し
た
。
同
書
は
中
国

人
自
身
の
手
に
よ
る
著
作
で
あ
る
だ
け
に
、
開
化
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
が
中
国
社
会
で
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ

た
か
、
と
い
う
こ
と
を
知
る
に
は
ま
さ
に
好
個
の
資
料
で
す
。
以
下
、
そ
の
中
身
を
分
析
し
、
そ
の
特
色

を
浮
き
彫
り
に
し
た
上
で
、
造
化
機
論
が
中
国
社
会
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
『
吾
妻
鏡
』
の
冒
頭
に
は
、
短
い
序
文
が
あ
り
ま
す
。
作
者
の
楊
は
ま
ず
次
の
よ
う
に
読
者
に
呼
び
か

け
て
い
ま
す
。
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人
間
を
治
め
る
学
問
と
は
、
要
す
る
に
人
間
の
心
を
治
め
る
こ
と
だ
。
人
間
の
心
を
治
め
る
学
問
と

は
、
要
す
る
に
子
づ
く
り
に
つ
い
て
考
究
す
る
こ
と
だ
。
こ
の
書
は
専
ら
子
づ
く
り
の
道
理
を
講
ず

る
も
の
で
、
意
味
の
よ
く
通
ず
る
よ
う
に
私
が
腐
心
し
た
あ
げ
く
、
そ
の
文
章
が
簡
略
で
下
手
な
も

の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
読
者
の
皆
様
、
文
が
精
彩
に
欠
け
る
と
い
う
こ
と
で
こ
の
書
を
捨
て
な
い

で
い
た
だ
き
た
い
。
光
緒
二
十
七
年
中
国
江
蘇
省
海
門
庁
楊

序
。

　

楊
の
出
身
地
で
あ
る
「
海
門
庁
」
と
は
、
長
江
デ
ル
タ
地
域
の
北
部
に
あ
る
地
名
で
、
現
在
の
南
通
市

で
す
。
文
中
に
あ
る
「
培
種
」
と
い
う
言
葉
は
、
お
そ
ら
く
彼
自
身
に
よ
る
造
語
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま

す
。
多
少
分
か
り
に
く
い
表
現
で
す
が
、
直
訳
す
れ
ば
、「
種
族
の
培
殖
」
と
な
る
で
し
ょ
う
。
子
づ
く

り
の
こ
と
を
、
清
代
の
医
学
専
門
書
（
た
と
え
ば
、『
種
子
心
法
』
や
『
秘
本
種
子
金
丹
』
な
ど
の
類
）
で
は

し
ば
し
ば
「
種
子
」
と
い
い
、「
保
種
」、「
強
種
」
な
ど
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
盛
ん
に
叫
ば
れ
た
当
時
の
社

会
的
背
景
を
考
え
れ
ば
、
す
こ
ぶ
る
時
代
色
の
濃
い
表
現
で
あ
る
こ
と
が
推
察
で
き
ま
し
ょ
う
。
そ
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
は
、
今
日
の
「
性
」、「
生
殖
」、「
優
生
」
な
ど
の
概
念
を
併
せ
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
「
培
種
の
道
」
と
い
う
表
現
は
、
今
日
の
「
性
科
学
」
あ
る
い
は
「
優
生
学
」
に
近
い
表
現

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
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こ
の
序
文
の
中
で
、
楊

が
読
者
に
最
初
に
伝
え
た
か
っ
た
の
は
、「
培
種
の
道
」
な
る
学
問
の
重
要

性
で
す
。
諸
学
に
冠
た
る
も
の
と
い
う
位
置
づ
け
で
す
が
、
む
ろ
ん
楊
自
身
に
よ
る
独
創
的
な
発
想
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。『
日
本
書
目
誌
』
の
中
で
康
有
為
が
記
し
て
い
る
コ
メ
ン
ト
の
趣
旨
を
、
そ
の
ま
ま
踏
襲

し
て
い
る
も
の
で
す
。
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
に
対
し
て
、
清
末
の
知
識
人
た
ち
が
高
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ

と
が
、
こ
の
文
章
か
ら
も
読
み
取
れ
ま
す
。

　

さ
て
、『
吾
妻
鏡
』
の
中
身
で
す
が
、
や
は
り
他
の
造
化
機
論
と
同
様
、
た
い
へ
ん
雑
多
な
内
容
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
つ
言
え
る
の
は
、
本
書
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
知
識
の
大
半
が
、
開
化
セ
ク
ソ

ロ
ジ
ー
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
全
部
で
三
十
八
章
か
ら
成
っ
て
い
て
、
精
神
の

愛
を
説
く
章
（「
論
夫
婦
恩
義
為
培
種
第
一
要
事
」）
も
あ
れ
ば
、
手
淫
多
淫
の
害
に
触
れ
る
章
（「
股
淫
、

手
淫
、
宿
娼
、
強
姦
、
夢
遺
、
留
精
等
同
一
害
身
之
事
」）
も
あ
り
ま
す
。
男
女
駆
落
ち
の
原
因
を
追
究
す
る

章
（「
論
私
奔
為
動
物
公
理
」）
も
あ
れ
ば
、
体
液
説
に
基
づ
い
て
夫
婦
の
相
性
を
解
釈
す
る
章
（「
論
夫
婦

異
質
、
方
成
佳
偶
」）
も
あ
り
ま
す
。
書
中
の
知
識
は
、
フ
ァ
ウ
ラ
ー
『
男
女
交
合
新
論
』、
細
野
順
『
男

女
交
合
造
化
機
新
論
』、
ホ
リ
ッ
ク
『
生
殖
器
新
書
』、
浪
速
艶
情
笑
史
『
男
女
交
合
無
上
の
快
楽
』
の
他
、

武
藤
忠
夫
『
男
女
自
衛
造
化
機
新
論
』
お
よ
び
千
葉
繁
『
造
化
機
論
』
な
ど
を
も
拠
り
所
に
し
て
い
る
よ

う
で
、
中
で
も
フ
ァ
ウ
ラ
ー
『
男
女
交
合
新
論
』
の
影
響
が
顕
著
に
見
ら
れ
ま
す
。

　
『
吾
妻
鏡
』
の
も
う
一
つ
の
特
色
と
し
て
は
、
解
剖
学
的
知
識
に
対
す
る
軽
視
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
日
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本
で
出
版
さ
れ
た
造
化
機
論
の
ほ
と
ん
ど
は
、
生
殖
器
の
形
態
と
そ
の
働
き
に
つ
い
て
正
確
か
つ
詳
細
に

解
説
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
比
べ
て
、『
吾
妻
鏡
』
の
紹
介
は
非
常
に
粗
略
な
だ
け
で
な
く
、
知
識
の
正

確
さ
も
欠
如
し
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
言
う
と
、
楊
が
紹
介
す
る
生
殖
器
の
解
剖
学
的
知
識
は
た
だ
精
子

と
卵
子
の
こ
と
の
み
で
、
睾
丸
や
子
宮
な
ど
そ
の
他
の
器
官
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ

れ
だ
け
で
な
く
、
生
殖
器
の
形
態
を
示
す
挿
絵
す
ら
一
枚
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
も
彼
の
説
明

と
い
う
の
が
、
先
に
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
た
い
へ
ん
奇
抜
な
も
の
で
す
。「
男
子
の
精
液
の
中
に
動
物

が
あ
り
、
名
前
は
生
原
と
い
う
。
形
は
蝌
蚪
の
如
く
、
五
百
匹
が
な
ら
ん
で
い
て
、
一
寸
の
長
さ
が
あ
る
。

女
子
の
『
孕
蛋
』
に
入
れ
ば
、
女
子
は
懐
妊
す
る
」
の
よ
う
な
説
明
を
見
る
と
、
楊
の
知
識
が
如
何
に
あ

や
ふ
や
で
あ
る
か
が
分
か
り
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
説
明
を
遡
源
し
て
い
く
と
、
や
は
り
先
に
述
べ
た
諸
書

に
ぶ
つ
か
る
の
で
す
。『
男
女
交
合
無
上
之
快
楽
』
は
、
精
子
を
「
無
数
の
小
動
物
」
と
表
現
し
て
お
り
、

細
野
順
『
男
女
交
合
造
化
機
新
論
』
は
、「
精
液
は
男
子
生
殖
の
原
素
に
し
て
」
云
々
と
述
べ
て
い
ま
す
。

こ
の
く
だ
り
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
せ
い
か
、
楊

は
、「
生
殖
の
原
素
」
を
精
子
の
名
称
だ
と
勘
違
い

し
て
、「
生
原
」
と
い
う
新
語
を
生
み
出
し
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、「
五
百
匹
」
や
「
一
寸
」
と
い
う
数

字
で
す
が
、
お
そ
ら
く
ホ
リ
ッ
ク
『
生
殖
器
新
書
』
に
あ
る
、「
精
虫
は
芥
子
粒
大
の
場
処
に
五
万
あ
り
」

の
一
文
が
そ
の
出
所
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
に
か
く
、
解
剖
学
や
生
理
学
の
知
識
に
関
す
る
楊
の

理
解
に
つ
い
て
は
、
お
世
辞
に
も
レ
ベ
ル
の
高
い
も
の
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
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他
方
、
解
剖
学
知
識
に
対
す
る
無
理
解
と
関
心
の
低
さ
と
は
対
照
的
に
、
本
書
の
中
で
大
々
的
に
紹
介

さ
れ
て
い
る
学
説
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
性
感
電
気
説
で
す
。『
吾
妻
鏡
』
中
に
は
、「
電
気
」
と
い
う

言
葉
が
な
ん
と
十
九
回
も
登
場
し
て
お
り
、
そ
の
略
で
あ
る
「
電
」
の
一
字
も
九
回
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
関
連
用
語
と
し
て
、「
電
浪
」「
電
局
」「
電
学
」「
電
力
」「
電
質
」
な
ど
が
文
章
の
あ
ち
ら
こ
ち

ら
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
セ
ッ
ク
ス
の
こ
と
を
「
放
電
」
と
表
現
す
る
箇
所
も
あ
り
ま

す
。
電
気
説
に
直
接
関
係
す
る
用
語
と
し
て
、「
摩
擦
電
」「
酸
鹼
電
」「
化
合
電
」
の
三
語
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
三
種
の
電
気
説
を
指
す
言
葉
で
す
。
そ
の
他
、「
陰
陽
二
電
」
の
一
語
も

出
て
い
る
の
で
、
ど
う
や
ら
楊

は
二
種
の
電
気
説
に
つ
い
て
も
多
少
知
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
「
電
気
学
の
理
論
を
知
ら
な
い
者
は
、
男
女
相
愛
の
原
因
を
深
く
理
解
で
き
ま
い
」
と
楊
が
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
性
感
電
気
説
は
『
吾
妻
鏡
』
の
中
で
、
性
の
基
本
原
理
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
実
際
、

『
吾
妻
鏡
』
の
核
心
は
、
こ
の
電
気
説
に
基
づ
い
て
性
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
を
説
明
す
る
、
と

い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
解
釈
範
囲
を
見
る
と
、
夫
婦
の
日
常
生
活
を
は
じ
め
、
男
女
の
駆
落
ち
、

夫
婦
の
相
性
、
多
淫
の
害
、
男
女
の
服
飾
、
夫
婦
間
以
外
の
性
行
為
（
股
淫
、
手
淫
、
買
春
、
強
姦
、
夢
遺
、

留
精
）
の
害
、
聡
明
者
好
色
の
理
由
、
女
性
の
「
外
交
」（
異
性
と
の
交
際
）
の
正
当
性
、
股
間
淫
の
害
、

結
婚
年
齢
の
選
択
な
ど
に
ま
で
及
ん
で
い
ま
す
。『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
性
感
電
気
説
の
解
釈
範
囲
は
、

日
本
の
造
化
機
論
と
比
べ
て
、
明
ら
か
に
拡
大
さ
れ
て
い
ま
す
。
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私
は
、
こ
の
性
感
電
気
説
こ
そ
、
近
代
中
国
の
知
識
人
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
性
科
学
の
学

説
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
と
言
う
の
は
、
一
人
楊

だ
け
で
な
く
、
こ
の
学
説
に
傾
倒
し
た
知
識
人
が
他

に
も
い
た
か
ら
で
す
。
た
と
え
ば
近
代
中
国
を
代
表
す
る
知
識
人
に
、
蔡
元
培
と
い
う
人
が
い
ま
し
た
。

彼
は
「
夫
婦
公
約
」（
一
九
〇
〇
年
）
と
い
う
文
章
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

体
を
交
え
る
こ
と
が
男
と
女
に
限
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
か
？　

曰
く
、
男
子
の
欲
は
陽
電
で
あ
り
、
女

子
の
欲
は
陰
電
だ
か
ら
で
あ
る
。
電
理
が
同
じ
で
あ
れ
ば
お
互
い
に
退
け
あ
い
、
異
な
れ
ば
互
い
に

吸
い
付
き
あ
う
。
退
け
合
え
ば
体
に
大
き
な
害
が
あ
り
、
吸
い
付
け
あ
え
ば
体
に
大
き
な
益
が
あ
る
。

吸
い
付
け
あ
う
益
は
、
こ
れ
が
極
ま
れ
ば
子
供
が
生
ま
れ
、
家
を
保
つ
こ
と
に
及
び
、
さ
ら
に
国
を

保
ち
、
種
を
保
つ
こ
と
に
も
及
ぶ
の
で
あ
る
。

（
武
田
雅
哉
訳
）

　

蔡
元
培
は
、
清
末
の
頃
科
挙
試
験
に
合
格
し
て
翰
林
に
な
り
、
民
国
時
代
に
は
政
府
の
教
育
部
長
や
北

京
大
学
の
総
長
も
務
め
た
エ
リ
ー
ト
で
す
。
右
の
引
用
文
は
、
夫
婦
の
倫
理
を
説
く
大
真
面
目
な
論
説
で

す
が
、
そ
こ
で
二
種
の
電
気
説
が
「
科
学
的
」
な
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
す
。

　

も
う
一
例
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
。
近
代
中
国
の
最
も
有
名
な
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ス
ト
と
言
え
ば
、
一
九
二
〇
年
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代
後
半
に
活
躍
し
た
北
京
大
学
の
教
授
・
張
競
生
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
彼
の
代
表
的
な
論
文

に
、「
第
三
種
水
輿
卵
珠
及
生
機
的
電
和
優
種
的
関
係
、
一
名
、
美
的
性
欲
」（『
新
文
化
』
第
一
巻
第
二
期
、

一
九
二
七
年
）
が
あ
り
ま
す
。「
第
三
種
水
」
と
は
バ
ル
ト
リ
ン
腺
液
、「
卵
珠
」
と
は
卵
子
の
こ
と
で
、「
生

機
的
電
」
と
は
、
他
な
ら
ぬ
女
の
陰
電
と
男
の
陽
電
の
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。
こ
の
論
文
の
中
で
張
は
、

持
論
の
「
第
三
種
水
」
理
論
を
紹
介
し
な
が
ら
、
二
種
の
電
気
説
に
基
づ
い
て
、「
電
化
的
交
媾
法
」
を

提
唱
し
て
い
ま
す
。
一
九
二
〇
年
代
後
半
の
時
点
で
も
、
性
感
電
気
説
が
依
然
と
し
て
一
部
の
知
識
人
の

間
で
科
学
知
識
と
し
て
信
奉
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
こ
の
論
文
は
端
的
に
示
し
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
張
競
生
の
学
説
は
、
当
時
の
中
国
社
会
に
大
き
な
反
響
を
巻
き
起
こ
す
と
同
時
に
、
周
作

人
や
潘
光
旦
な
ど
同
時
代
の
知
識
人
か
ら
は
、
厳
し
い
批
判
も
受
け
て
い
ま
す
。「
第
三
種
水
」
説
は
生

理
学
の
常
識
に
合
わ
な
い
と
か
、「
丹
田
呼
吸
」
説
は
道
士
の
房
中
術
で
あ
る
な
ど
、
随
分
非
難
さ
れ
ま

し
た
。
張
競
生
本
人
は
そ
れ
に
よ
っ
て
北
京
大
学
辞
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
人
生
の
後
半
に
は
た
い
へ
ん

苦
労
し
ま
し
た
。
た
だ
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
彼
の
「
生
機
的
電
」
な
ら
び
に
「
電
化
的
交
媾
法
」
に
対

し
て
、
科
学
的
見
地
か
ら
の
攻
撃
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
張
競
生
を
馬
鹿
に
し
た
同
時
代
の
人
々
で
さ

え
、
ま
だ
性
感
電
気
説
を
否
定
し
き
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
想
像
し
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
楊

や
蔡
元
培
、
張
競
生
ら
を
電
気
説
に
傾
倒
さ
せ
た
理
由
は
、
果
た
し
て
ど
こ
に
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。こ
の
問
題
は
、「
電
気
」と
い
う
も
の
に
対
す
る
清
末
期
の
人
々
の
理
解
と
深
く
関
わ
っ
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て
い
る
と
思
い
ま
す
。
西
洋
の
電
気
理
論
を
最
初
に
中
国
語
で
一
般
向
け
に
紹
介
し
た
の
は
、
か
の
『
全

体
新
論
』
の
著
者
で
あ
る
ホ
ブ
ソ
ン
（
合
信
）
で
し
た
。『
博
物
新
編
』
と
い
う
博
物
学
の
著
書
の
中
で
、

ホ
ブ
ソ
ン
は
わ
ざ
わ
ざ
「
電
気
論
」
と
題
す
る
一
節
を
設
け
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
ま
す
。

大
地
ノ
体
ニ
気
ア
リ
テ
電
ト
イ
フ
、
流
形
ノ
内
ニ
雑
リ
賦
ク
、
物
ト
シ
テ
有
ラ
ザ
ル
ナ
ク
、
時
ト
シ

テ
然
ラ
ザ
ル
ナ
シ
、
生
気
ト
絶
テ
類
ヲ
同
ヲ
セ
ズ
、
聚
リ
動
ク
ト
キ
ハ
電
ト
ナ
リ
火
ト
ナ
ル
、
静
カ

ニ
隠
ル
ヽ
ト
キ
ハ
散
シ
テ
密
ニ
蔵
ル
、
其
本
原
ノ
質
、
内
ニ
陰
陽
ノ
二
性
ヲ
具
フ
（
陰
陽
ト
ハ
牝
牡

雌
雄
ノ
義
ニ
ア
ラ
ズ
）、
造
化
中
庸
ノ
道
ヲ
得
テ
、
偏
マ
ズ
倚
ラ
ズ
過
不
足
ナ
シ
、
器
物
ノ
中
ノ
若
キ
、

一
ヲ
孤
陰
ト
ナ
シ
、
一
ヲ
独
陽
ト
ナ
ス
、
則
チ
陰
ハ
必
ズ
陽
ニ
合
ヒ
、
陽
ハ
必
ズ
陰
ニ
合
フ
、
務
メ

テ
必
ズ
彼
此
会
合
シ
一
気
ニ
調
和
フ

（
大
森
解
谷
訳
『
博
物
新
編
訳
解
』、
一
八
七
〇
年
）

　

電
気
の
正
体
に
つ
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
昔
か
ら
謎
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
十
八
世
紀
に
な
っ
て

電
流
の
実
験
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
電
気
は
連
続
的
流
体
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
電
気
と
は
、
す
な
わ
ち
「
大
地
の
体
」
に
あ
る
「
気
」
で
あ
る
と
い
う
ホ
ブ
ソ
ン
の
見

解
は
、
基
本
的
に
こ
の
学
説
に
依
拠
し
た
も
の
で
す
。
注
目
す
べ
き
は
、
ホ
ブ
ソ
ン
の
解
釈
の
中
に
は
、
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西
洋
科
学
の
専
門
用
語
が
一
切
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、す
べ
て
「
気
」「
造
化
」「
中
庸
」「
陰
」「
陽
」
と
い
っ

た
中
国
哲
学
の
概
念
に
よ
っ
て
「
電
気
」
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
十
九
世
紀
半
ば
頃
の
中

国
語
に
は
、
電
気
の
正
体
を
正
し
く
説
明
し
う
る
専
門
用
語
が
ま
だ
一
つ
も
存
在
し
て
い
ま
せ
ん
。
中
国

伝
統
の
学
問
し
か
知
ら
な
い
清
朝
の
読
書
人
た
ち
に
「
電
気
」
の
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら
う
に
は
、
中
国

固
有
の
哲
学
概
念
を
利
用
す
る
こ
と
が
、
ホ
ブ
ソ
ン
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
お
か
げ
で
、
清
末
の
知
識
人
た
ち
の
多
く
は
、
電
気
の
こ
と
を

ど
う
や
ら
「
気
」
の
概
念
の
延
長
線
上
で
理
解
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
「
電
気
＝
気
」
と
い
う
解
釈
が
、
性
感
電
気
説
を
受
け
入
れ
る
土
台
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
と
言
う
の
も
、
中
国
の
伝
統
医
学
の
中
で
、
セ
ッ
ク
ス
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
基
本
的

に
「
気
」
の
働
き
で
説
明
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
す
。
た
と
え
ば
葉
天
士
と
い
う
人
物
は
、『
秘
本
種
子
金
丹
』

（
一
八
九
六
年
刊
）
の
中
で
、
次
の
よ
う
な
持
論
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

交
わ
る
と
き
、
男
に
は
三
至
が
必
要
だ
。
一
、
陽
物
が
立
っ
て
動
く
の
は
肝
気
が
来
た
か
ら
だ
。
二
、

大
き
く
熱
く
な
る
の
は
心
気
が
来
た
か
ら
だ
。
三
、
堅
く
な
り
、
い
つ
ま
で
も
し
ゃ
ん
と
し
て
い
る

の
は
腎
気
が
来
た
か
ら
だ
。
三
至
に
な
る
と
女
が
喜
ぶ
。
萎
え
て
立
た
な
い
の
は
肝
気
が
来
て
い
な

い
か
ら
だ
。
無
理
に
し
た
ら
筋
を
傷
め
る
。
精
は
澄
ん
で
冷
た
く
、
温
か
く
な
ら
な
い
。
堅
さ
が
持
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続
し
な
い
の
は
腎
気
が
来
て
い
な
い
か
ら
だ
。
無
理
を
す
る
と
骨
を
傷
め
る
。
精
は
出
な
い
。
出
て

も
少
な
い
。
子
ど
も
が
欲
し
か
っ
た
ら
、
気
持
ち
を
静
め
て
欲
を
抑
え
、
肝
・
心
・
腎
の
気
を
養
う

こ
と
だ
。

（
土
屋
英
明
訳
）

　

中
国
思
想
に
お
け
る
「
気
」
は
変
幻
自
在
な
も
の
で
、
い
の
ち
と
か
ら
だ
の
源
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
男

女
の
鼻
息
や
吐
息
だ
け
で
な
く
、
唾
液
や
乳
汁
な
い
し
精
液
ま
で
が
、
す
べ
て
「
気
」
の
形
態
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
男
女
が
和
合
す
る
時
、
か
ら
だ
中
か
ら
「
気
」
が
動
き
始
め
て
、
や
が
て
性
器
へ
集
中

す
る
と
さ
れ
、
そ
の
「
気
」
が
滞
り
な
く
到
達
し
た
状
態
を
「
至
」（
あ
る
い
は
「
到
」）
と
い
い
ま
す
。

中
国
の
伝
統
医
学
に
は
、「
気
」
と
「
至
」
の
概
念
の
組
み
合
わ
せ
で
セ
ッ
ク
ス
の
原
理
を
解
釈
し
て
き

た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

　

性
愛
に
お
け
る
「
気
」
の
理
論
は
た
い
へ
ん
古
い
も
の
で
す
。
伝
統
的
に
は
、「
男
＝
四
至
」、「
女
＝

八
到
」
と
い
う
説
が
古
く
か
ら
存
在
し
ま
し
た
が
、
引
用
文
に
示
さ
れ
て
い
る
「
男
＝
三
至
」、「
女
＝
五

至
」
の
説
は
清
末
の
医
者
が
説
い
た
も
の
で
す
。
事
実
、
後
者
は
当
時
の
中
国
に
お
い
て
、
か
な
り
信
奉

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
現
に
、「
淫
学
」
の
提
唱
者
で
あ
る
譚
嗣
同
は
、
西
洋
の
化
学
や
解
剖
学
に
優

れ
た
点
が
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、「
中
国
の
医
者
の
間
に
は
、
男
に
は
三
至
が
あ
り
、
女
に
は
五
至
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が
あ
る
、
と
い
う
格
別
精
妙
な
説
が
あ
る
。
誰
も
こ
れ
は
知
っ
て
お
く
が
よ
い
」
と
述
べ
て
、
西
洋
科
学

に
劣
ら
な
い
学
説
と
位
置
づ
け
て
い
ま
す
（
譚
嗣
同
『
仁
学
』）。

　

そ
し
て
、「
気
」
と
「
至
」
の
概
念
に
基
づ
い
た
中
国
医
学
の
房
中
理
論
と
、
日
本
経
由
で
伝
来
し
た

性
感
電
気
説
と
の
間
に
は
、
多
く
の
共
通
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も
思
弁
的

な
も
の
で
、
か
つ
一
つ
の
原
理
を
も
っ
て
人
間
の
性
の
す
べ
て
を
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。「
電
気
」

と
「
気
」
を
同
一
視
す
る
近
代
中
国
の
知
識
人
た
ち
は
、
解
剖
学
の
性
知
識
に
対
し
て
あ
ま
り
興
味
を
示

さ
な
か
っ
た
一
方
、
性
感
電
気
説
に
つ
い
て
は
熱
烈
に
受
け
入
れ
た
の
で
す
。
そ
の
理
由
が
、
あ
る
い
は

こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

造
化
機
論
の
伝
来
に
よ
っ
て
、
性
感
電
気
説
が
中
国
社
会
に
か
な
り
浸
透
し
た
こ
と
は
、
以
上
に
述
べ

た
通
り
で
す
。
造
化
機
論
に
よ
る
影
響
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
以
下
、
そ

の
他
の
影
響
に
つ
い
て
、
簡
単
に
触
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

影
響
の
一
つ
は
、
生
殖
器
に
関
す
る
解
剖
学
用
語
に
見
え
ま
す
。「
陰
茎
」
や
「
処
女
膜
」
の
よ
う
に
、

中
国
語
と
日
本
語
で
同
じ
漢
字
表
記
を
使
う
用
語
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
造
化
機
論
熱
が
高

ま
る
以
前
に
は
、
漢
字
表
記
が
同
じ
で
も
、
意
味
の
異
な
る
語
が
い
く
つ
か
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の

事
例
を
二
、三
挙
げ
ま
し
ょ
う
。

　
「
卵
子
」
と
い
う
語
は
、
昔
か
ら
あ
っ
た
中
国
語
で
す
。
明
清
時
代
の
随
筆
や
小
説
の
中
に
も
よ
く
登
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場
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
明
代
の
短
編
小
説
「
呉
越
王
再
世
索
江
山
」（『
西
湖
二
集
』）
に
、「
あ
の

宝
石
山
の
ふ
も
と
に
あ
る
岩
の
上
に
、
大
き
な
痕
跡
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
あ
れ
は
呉
越
王
の
『
卵
子
』
の

痕
跡
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
言
う
「
卵
子
」
と
は
、
男
の
キ
ン
タ
マ
を
意
味
す
る

語
で
す
。「
卵
子
」
の
こ
の
よ
う
な
用
法
は
、
近
代
以
前
の
中
国
に
お
い
て
は
む
し
ろ
一
般
的
で
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、「
睾
丸
」
と
い
う
語
も
古
く
か
ら
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
明
末
の
中
国
に
や
っ
て
き
た
イ

エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
た
ち
が
書
い
た
『
人
身
図
説
』
と
い
う
解
剖
医
学
書
の
中
に
、
女
の
「
睾
丸
」
を
論

じ
る
節
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
言
う
「
睾
丸
」
と
は
、「
卵
巣
」
を
指
す
訳
語
で
す
（
範
行
準
『
明

季
西
洋
伝
入
之
医
学
』）。

　

清
末
の
頃
、
西
洋
の
人
体
解
剖
学
を
中
国
に
導
入
し
よ
う
と
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
医
療
宣
教
師

た
ち
は
い
く
つ
か
の
著
作
を
書
き
残
し
ま
し
た
。
ホ
ブ
ソ
ン
の
『
全
体
新
論
』
は
そ
の
初
期
の
も
の
で
す

が
、
一
八
八
〇
年
代
に
な
る
と
、
よ
り
本
格
的
な
学
術
書
も
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
に
、
ア
メ
リ

カ
人
の
オ
ス
グ
ッ
ド
（
柯
為
良
）
が
著
し
た
『
全
体
闡
微
』（
一
八
八
一
年
刊
）
が
あ
り
、
同
書
に
は

一
七
三
三
語
に
及
ぶ
解
剖
学
用
語
の
対
訳
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
表
の
中
に
は
「
陰
茎
」
と
い

う
語
も
あ
り
、clitoris

の
対
訳
語
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、penis

の
対
訳
語
と
さ
れ

た
の
は
、
今
や
死
語
と
な
っ
た
「
陽
茎
」
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
生
殖
器
に
関
す
る
用
語
は
、
清
末
ま
で
ば
ら
ば
ら
で
、
統
一
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
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ん
で
し
た
。
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
、
造
化
機
論
熱
が
出
現
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
ブ
ー
ム
が
き
っ

か
け
と
な
っ
て
、
日
本
語
の
用
法
が
徐
々
に
中
国
語
へ
浸
透
し
始
め
ま
し
た
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
前

記
の
「
卵
子
」「
陰
茎
」「
睾
丸
」
の
よ
う
な
、
日
本
語
の
意
味
と
齟
齬
す
る
元
来
の
用
法
が
い
つ
の
間
に

か
捨
て
ら
れ
て
、
最
終
的
に
は
中
国
人
の
言
語
生
活
か
ら
消
え
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

造
化
機
論
が
も
た
ら
し
た
二
番
目
の
影
響
は
、
伝
統
学
問
の
領
域
に
現
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
、
造

化
機
論
が
一
世
を
風
靡
し
始
め
た
頃
に
、
貝
原
益
軒
『
養
生
論
』
の
系
譜
を
引
く
伝
統
の
養
生
書
の
一
群

が
「
先
哲
の
金
言
」
と
し
て
出
版
さ
れ
ま
し
た
（
永
坂
玄
一
郎
『
養
生
小
訓
大
意
』、
明
治
十
六
年
）。
こ
れ

と
似
た
国
粋
主
義
的
な
動
き
は
、
清
末
期
の
中
国
に
も
見
ら
れ
ま
す
。
そ
の
先
頭
に
立
っ
た
の
が
、
葉
徳

輝
と
い
う
学
者
で
し
た
。
造
化
機
論
の
流
行
を
苦
々
し
く
見
る
彼
は
、
中
国
の
古
典
に
も
同
様
の
学
説
が

あ
る
か
ど
う
か
を
懸
命
に
調
べ
ま
し
た
。
日
本
人
の
学
者
と
交
流
し
た
お
か
げ
で
、彼
は
丹
波
康
頼
著『
医

心
方
』
と
い
う
平
安
時
代
の
医
学
書
に
出
会
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
同
書
か
ら
、「
素
女
経
」
や
「
玉

房
秘
訣
」
な
ど
古
代
中
国
の
房
中
書
四
種
四
巻
を
輯
逸
し
て
、
一
九
〇
三
年
以
降
、『
双
梅
景
闇
叢
書
』

と
し
て
次
々
に
刊
行
し
て
い
き
ま
す
。「
新
刊
素
女
経
の
序
」
の
中
で
、
葉
徳
輝
は
、
出
版
の
動
機
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

今
遠
西
の
衛
生
学
を
言
う
者
は
、
皆
な
飲
食
男
女
の
故
に
於
い
て
、
隠
微
を
推
究
し
、
新
書
を
訳
出
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す
。
如
え
ば
生
殖
器
、
男
女
交
合
新
論
、
婚
姻
衛
生
学
。
無
知
の
夫ふ

は
、
詫お
ど

ろ
き
て
鴻
宝
と
為
す
。

殊
に
知
ら
ず
、
中
国
の
聖
帝
神
君
の
冑ち

す
じは

、
此
の
学
は
已
に
四
千
年
以
前
に
於
い
て
講
求
せ
る
を
。

（
深
澤
一
幸
訳
）

　

右
の
引
用
文
に
あ
る
「
生
殖
器
、
男
女
交
合
新
論
、
婚
姻
衛
生
学
」
が
そ
れ
ぞ
れ
、
ホ
リ
ッ
ク
著
『
生

殖
器
新
書
』、
フ
ァ
ウ
ラ
ー
著
『
男
女
交
合
新
論
』、
松
本
安
子
著
『
男
女
婚
姻
衛
生
学　

一
名　

少
年
男

女
須
知
』
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
の
書
物
は
、
西
洋
文
明
に
憧
れ
て
い
る
新
派
の
読
者

に
愛
読
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
保
守
的
な
旧
派
文
人
で
あ
る
葉
に
も
、
大
き
な
刺
激
を
与
え
ま
し
た
。
そ

の
影
響
に
よ
っ
て
『
双
梅
景
闇
叢
書
』
が
生
ま
れ
、
現
在
、
中
国
に
お
け
る
房
中
術
研
究
の
濫
觴
と
し
て

評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
も
う
一
つ
、
学
術
以
外
の
世
界
に
も
、
造
化
機
論
に
よ
る
影
響
が
見
ら
れ
ま
す
。
清
末
か
ら
民

国
期
に
か
け
て
、『
生
殖
器
新
書
』『
生
殖
器
之
研
究
』『
男
女
之
秘
密
』
の
出
版
に
よ
り
、
作
者
の

霍ホ
リ
ッ
ク

立
克
と
い
う
名
前
は
、
当
時
の
中
国
人
読
者
の
間
で
す
っ
か
り
有
名
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の

名
前
に
あ
や
か
っ
て
一
稼
ぎ
を
し
よ
う
と
す
る
イ
ン
チ
キ
業
者
が
現
れ
て
く
る
わ
け
で
す
。『
申
報
』
の

広
告
欄
を
覗
い
て
み
る
と
、「
美
国
生
殖
器
科
大
家
霍
立
克
先
生
」
の
発
明
だ
と
銘
打
っ
て
、
男
の
い
ろ

い
ろ
な
悩
み
を
治
し
て
く
れ
る
医
療
機
器
の
販
売
宣
伝
が
民
国
期
の
上
海
で
大
々
的
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
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た
。
そ
の
宣
伝
は
一
九
二
八
年
十
月
に
始
ま
り
、
一
九
四
二
年
九
月
ま
で
の
十
数
年
間
、
ず
っ
と
続
い
た

の
で
す
。
商
品
の
名
前
は
、
始
め
は
「
真
空
療
腎
機
」
で
し
た
が
、
途
中
か
ら
「
腎
病
自
療
器
」
に
変
わ

り
、
最
後
は
「
真
空
水
治
器
」
と
な
り
ま
す
。
一
例
と
し
て
、『
申
報
』
第
二
四
六
一
四
号
（
一
九
四
二

年
九
月
二
十
九
日
付
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
男
子
福
音
真
空
水
治
器
秘
密
自
療
」
と
い
う
題
の
広
告
文

を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

ア
メ
リ
カ
の
霍
立
克
医
博
士
に
よ
る
驚
き
の
発
明
で
す
！　

物
理
療
法
に
よ
っ
て
、
小
さ
い
も
の
を

大
き
く
し
、
弱
い
も
の
を
強
く
し
て
く
れ
ま
す
。
医
者
に
診
て
も
ら
う
必
要
が
な
く
、
薬
を
飲
む
必

要
も
あ
り
ま
せ
ん
。
治
療
の
範
囲
は
、
夢
精
、
早
漏
、
腎
虧
、
イ
ン
ポ
テ
ン
ツ
、
先
天
短
小
、
不
妊
、

包
茎
に
及
ん
で
い
ま
す
。
一
台
が
五
十
元
、
そ
れ
か
ら
詳
し
い
説
明
書
も
あ
り
ま
す
。
五
角
の
郵
送

費
さ
え
支
払
っ
て
く
だ
さ
れ
ば
、
す
ぐ
郵
送
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
上
海
六
馬
路
二
三
一
号
、
百

霊
薬
房
、
電
話
九
三
八
〇
四
。

　
『
生
殖
器
新
書
』
の
中
国
語
版
が
出
て
か
ら
、
す
で
に
四
十
年
以
上
の
歳
月
が
流
れ
た
一
九
四
二
年
の

広
告
で
す
。
当
時
、
ホ
リ
ッ
ク
の
名
声
が
中
国
社
会
の
中
で
依
然
と
し
て
保
た
れ
て
い
た
こ
と
を
教
え
て

く
れ
ま
す
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
清
末
期
に
出
版
さ
れ
た
性
の
手
引
書
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
最
中
も
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読
ま
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
考
え
る
と
、
造
化
機
論
が
中
国
社
会
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
、

や
は
り
深
遠
な
も
の
と
評
価
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ち
な
み
に
、
右
の
広
告
文
か
ら
は
、
民
国
期
中
国
人
の
性
知
識
の
特
色
が
一
つ
見
て
と
れ
ま
す
。
そ
れ

は
、
中
国
医
学
と
西
洋
医
学
の
混
合
と
い
う
現
象
で
す
。
引
用
文
に
出
て
く
る
「
夢
精
」
や
「
腎
虧
」
な

ど
は
、
い
ず
れ
も
中
国
伝
統
医
学
上
の
病
名
で
す
。「
精
」
を
無
駄
に
な
く
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
発

想
が
根
づ
い
た
中
国
医
学
に
お
い
て
、夢
精
は
重
い
病
気
と
見
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、「
腎
虧
」

と
い
う
病
で
す
が
、
か
つ
て
黄
克
武
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
ち
ら
も
中
国
の
文
化
的
風
土
が
生
み
出

し
た
特
殊
な
病
名
で
す
（
黄
克
武
「
従
申
報
医
薬
広
告
看
民
初
上
海
的
医
療
文
化
與
社
会
生
活
、1912

〜

1926

」）。「
腎
」
は
「
精
」
を
蓄
え
、
人
間
の
性
能
力
を
左
右
す
る
臓
器
で
あ
り
、
西
洋
医
学
のkidney

と
は
別
物
で
す
。
と
す
る
と
、十
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
人
解
剖
学
者
は
、中
国
医
学
理
論
に
基
づ
い
て
、「
真

空
療
腎
機
」
や
「
腎
病
自
療
器
」
の
よ
う
な
生
殖
関
連
の
医
療
機
器
を
発
明
し
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は

今
日
か
ら
見
れ
ば
ま
こ
と
に
可
笑
し
い
話
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
ろ
う
こ
と
か
そ
の
広
告
宣
伝
は
民
国
時
代

の
大
新
聞
に
十
年
以
上
も
堂
々
と
掲
載
さ
れ
続
け
ま
し
た
。
結
局
、
性
の
領
域
に
限
っ
て
言
う
と
、
西
洋

の
近
代
知
識
は
中
国
社
会
に
あ
る
程
度
浸
透
し
た
も
の
の
、
在
来
の
知
識
に
完
全
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
と
指
摘
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
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六
　
作
者
の
人
物
像
と
杭
州
の
知
的
環
境

　

以
上
、
専
ら
造
化
機
論
関
係
の
テ
キ
ス
ト
を
考
察
対
象
と
し
て
、
言
説
の
内
容
お
よ
び
伝
播
の
実
態
な

ど
を
見
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
少
し
視
点
を
変
え
て
、『
吾
妻
鏡
』
の
成
立
に
ま
つ
わ
る
外
部
環
境

に
つ
い
て
考
察
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
作
者
の
楊

と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
人
物
で
、
ど
の
よ
う
な

環
境
の
下
で
『
吾
妻
鏡
』
を
書
い
た
の
か
、
そ
れ
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
中
国
に
お
け
る
造
化
機

論
受
容
の
社
会
的
背
景
を
知
る
に
は
、
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
だ
か
ら
で
す
。

　
『
吾
妻
鏡
』
が
出
版
さ
れ
た
直
後
、
杭
州
図
書
公
司
は
新
聞
広
告
を
出
し
て
、「
海
門
大
思
想
家
楊
凌
霄

先
生
」
が
著
し
た
傑
作
と
し
て
宣
伝
し
た
の
で
す
が
（『
中
外
日
報
』、
一
九
〇
二
年
六
月
二
十
一
日
付
）、

こ
の
人
物
に
関
す
る
情
報
は
現
在
そ
れ
ほ
ど
多
く
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
孫
宝
瑄
と
交
遊
の
あ
っ

た
こ
と
が
、『
忘
山
廬
日
記
』
に
記
さ
れ
て
お
り
、
楊
は
地
方
エ
リ
ー
ト
層
の
一
員
で
あ
っ
た
と
推
測
で

き
ま
す
。
孫
の
日
記
中
に
彼
は
何
度
か
登
場
し
ま
す
が
、
光
緒
辛
丑
年
（
一
九
〇
一
）
二
月
二
十
四
日
に

書
か
れ
た
次
の
記
述
は
注
目
に
値
し
ま
す
。

日
文
学
堂
へ
楊
凌
霄
に
会
い
に
い
き
ま
し
た
。
凌
霄
が
杭
州
で
日
本
の
言
語
と
文
字
を
学
ん
で
か
ら
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す
で
に
二
年
が
経
ち
ま
し
た
。『
言
海
』
と
い
う
日
本
の
辞
書
が
、
文
字
を
調
べ
る
の
に
と
て
も
便

利
で
、
早
く
購
入
し
て
利
用
す
る
よ
う
に
と
、
凌
霄
は
わ
た
し
に
助
言
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

ち
ょ
う
ど
『
吾
妻
鏡
』
が
出
版
さ
れ
る
前
の
年
に
、
楊

と
孫
宝
瑄
は
杭
州
で
会
っ
て
い
ま
し
た
。
当

時
の
楊
は
、
同
地
に
あ
る
「
日
文
学
堂
」
と
い
う
学
校
に
在
籍
し
、
す
で
に
日
本
語
を
二
年
間
学
ん
で
い

る
と
あ
り
ま
す
。
楊
が
日
本
語
の
原
書
を
読
め
た
理
由
は
、
こ
こ
に
あ
る
の
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、『
吾
妻
鏡
』
に
関
連
す
る
同
時
代
の
雑
誌
記
事
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
明
治

三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
四
月
発
売
の
梁
啓
超
編
『
新
民
叢
報
』（
横
浜
発
行
の
半
月
刊
）
二
十
九
号
に
、「
公

人
」
な
る
人
物
の
投
稿
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。「
與
新
民
叢
報
記
者
書
」
と
い
う
題
名
の
文
章
で
す
が
、

そ
の
中
で
楊
は
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
『
吾
妻
鏡
』
を
著
し
た
の
は
、
実
は
二
人
の
人
物
で
す
。
メ
イ
ン
の
作
者
は
三
十
過
ぎ
の
者
で
、

ふ
だ
ん
か
ら
好
奇
心
が
強
く
、
ひ
ね
く
れ
た
見
解
の
持
ち
主
で
す
。
す
で
に
固
く
な
っ
た
彼
の
脳
み

そ
の
せ
い
で
し
ょ
う
。
彼
は
日
本
語
を
学
ん
で
か
ら
す
で
に
三
年
以
上
が
経
ち
、
そ
の
レ
ベ
ル
は
と

い
う
と
、
和
文
漢
読
法
で
日
本
語
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
連
中
よ
り
ず
っ
と
上
手
で
す
。
そ
れ
に
、

物
質
に
関
す
る
欧
米
の
学
問
を
あ
ま
ね
く
渉
猟
し
て
、
身
に
付
け
た
も
の
は
ま
だ
一
つ
も
な
い
け
れ
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ど
も
、
そ
の
実
力
は
日
本
の
高
等
学
校
レ
ベ
ル
を
下
回
ら
な
い
は
ず
で
す
。
彼
は
情
熱
的
な
人
で
す
。

し
か
し
そ
の
情
熱
に
ふ
さ
わ
し
い
見
識
を
有
し
て
い
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
彼
は
往
々
に
し
て
道
理
に
合

わ
な
い
こ
と
を
や
っ
て
し
ま
い
、
度
を
過
ぎ
た
見
解
を
見
せ
て
し
ま
い
、
偏
り
す
ぎ
た
こ
と
を
言
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
残
念
な
こ
と
に
、
彼
が
生
ま
れ
た
の
は
三
十
年
前
の
こ
と
で
す
か
ら
、
自
身
の
才

能
が
生
か
せ
る
教
育
を
受
け
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
人
は
彼
の
助
手
で
、
年
齢
は
ま
だ
十

代
で
す
が
、
頭
が
と
て
も
良
く
て
…
…
（
後
略
）

　
『
吾
妻
鏡
』
目
次
の
冒
頭
に
は
、「
中
国　

楊

著　

王
晟
校
」
と
あ
り
ま
す
の
で
、
王
と
い
う
校
正
者

を
入
れ
れ
ば
作
者
は
二
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
事
実
、
こ
の
投
稿
に
先
立
っ
て
、
同
じ
『
新
民
叢

報
』
二
十
五
号
（
一
九
〇
三
年
二
月
）
に
「
青
年
之
堕
落
」
と
い
う
題
の
投
稿
が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
こ

ち
ら
は
造
化
機
論
を
全
面
的
に
否
定
す
る
立
場
の
人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
文
章
で
、
書
き
手
も
匿
名
に

な
っ
て
お
り
詳
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
文
章
で
は
『
吾
妻
鏡
』
を
、「
誨
淫
誨
盗
之
書
」
と
決
め

つ
け
、
さ
ら
に
楊

を
破
廉
恥
な
「
妖

之
人
」
と
罵
倒
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
二
カ
月
後
に
掲
載
さ
れ
た
「
與
新
民
叢
報
記
者
書
」
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
「
青
年
之
堕
落
」
に
対

す
る
反
論
で
、
お
そ
ら
く
楊
の
知
人
の
誰
か
が
書
い
た
文
章
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。「
公
人
」
と
い
う
ペ

ン
ネ
ー
ム
の
作
者
が
、
楊

を
弁
護
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
と
同
時
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に
、
楊

が
「
僻
見
」（
ひ
ね
く
れ
た
見
解
）
の
持
ち
主
と
し
て
、
周
囲
か
ら
や
や
変
人
扱
い
さ
れ
て
い
た

こ
と
も
読
み
取
れ
ま
す
。
新
派
の
知
識
人
の
中
に
も
、
造
化
機
論
を
苦
々
し
く
見
る
人
が
い
た
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
。
他
方
、
楊
の
学
力
に
対
し
て
、「
公
人
」
は
高
い
評
価
を
与
え
て
い
ま
す
。
三
年
を
か
け

て
習
得
し
た
日
本
語
の
実
力
を
本
物
と
し
、「
日
本
高
等
学
校
」
レ
ベ
ル
の
知
識
を
も
身
に
付
け
て
い
る

と
評
価
し
て
い
ま
す
。

　

前
記
の
二
つ
の
資
料
は
、
楊

と
い
う
人
物
の
一
面
を
教
え
て
く
れ
る
だ
け
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
中

国
人
の
手
に
よ
る
最
初
の
造
化
機
論
が
、
な
ぜ
杭
州
の
地
で
誕
生
し
た
の
か
、
と
い
う
謎
を
解
く
手
が
か

り
も
、
そ
の
中
に
隠
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
、
楊

が
在
籍
し
た
「
日
文
学
堂
」
が
新
た
に
浮
上
し
て
き

ま
す
が
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
な
教
育
機
関
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

杭
州
日
文
学
堂
は
、
一
八
九
九
年
一
月
二
十
日
に
杭
州
市
内
の
忠
清
巷
に
て
創
設
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る

「
東
文
学
堂
」
の
一
つ
で
す
（
劉
建
雲
『
中
国
人
の
日
本
語
学
習
史　

清
末
の
東
文
学
堂
』）。
学
堂
の
ス
ポ
ン

サ
ー
は
、
京
都
を
本
拠
地
と
す
る
東
本
願
寺
（
真
宗
大
谷
派
）
で
し
た
。
東
本
願
寺
は
、
明
治
維
新
後
に

日
本
仏
教
の
各
宗
よ
り
は
る
か
に
早
く
、
中
国
で
の
布
教
活
動
に
先
鞭
を
つ
け
た
宗
派
で
、
明
治
九
年

（
一
八
七
六
）
に
は
す
で
に
東
本
願
寺
上
海
別
院
を
設
立
し
、
大
陸
進
出
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
中
国
に

お
け
る
東
本
願
寺
の
活
動
は
、「
四
億
の
信
徒
を
得
て
世
界
の
大
勢
力
」
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の

で
あ
り
、
派
遣
僧
侶
に
よ
る
教
育
事
業
の
展
開
も
、
布
教
活
動
の
重
要
な
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
ま
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し
た
。
高
西
賢
正
編
『
東
本
願
寺
上
海
開
教
六
十

年
史
』
に
よ
る
と
、
日
清
戦
争
以
後
の
数
年
間
、

中
国
側
か
ら
の
強
い
要
請
も
あ
り
、
東
本
願
寺
は

中
国
の
華
中
と
華
南
方
面
に
多
く
の
学
校
を
創
設

し
ま
し
た
。
具
体
的
に
言
う
と
、
一
八
九
九
年
に

は
、
杭
州
日
文
学
堂
を
は
じ
め
、
金
陵
東
文
学
堂

と
蘇
州
東
文
学
堂
が
開
設
さ
れ
、
同
じ
年
に
杭
州

日
文
学
堂
の
付
属
校
と
し
て
、「
東
亜
学
堂
」と「
付

属
開
導
学
堂
」
の
二
校
も
開
校
し
て
い
ま
す
。
そ

の
後
も
、
福
建
省
泉
州
彰
化
学
堂
（
一
九
〇
一
年
）、

福
建
省
漳
州
日
華
書
院
（
一
九
〇
二
年
）、
蘇
州
有

隣
学
堂
（
一
九
〇
三
年
）
な
ど
が
次
々
に
設
立
さ

れ
て
い
ま
す
。
二
十
世
紀
初
頭
の
数
年
間
は
、
間

違
い
な
く
東
本
願
寺
の
教
育
事
業
が
最
盛
期
を
迎

え
た
時
期
で
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
学
堂
の
中
で
も
、
杭
州
日
文
学
堂
は

図 10　 杭州日文学堂の写真、堂長伊藤賢道は後ろ右から 2人目（『東
本願寺上海開胸六十年史』79 頁より）。
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中
心
的
な
存
在
で
し
た
。
そ
の
堂
長
を
務
め
た
の
は
、
帝
国
大
学
出
身
の
文
学
士
、
伊
藤
賢
道
と
い
う
人

物
で
、「
省
内
外
遠
近
の
蒙
生
を
し
て
普
通
学
に
向
は
し
め
、
日
華
洋
三
学
を
以
て
天
下
有
用
の
人
材
を

陶
鋳
育
成
す
る
」
と
い
う
壮
語
を
残
し
た
か
な
り
の
野
心
家
で
す
。
伊
藤
の
在
任
中
に
、
杭
州
武
備
学
堂

と
浙
江
省
立
大
学
と
が
相
次
い
で
設
立
さ
れ
、
彼
は
請
わ
れ
て
双
方
で
理
化
学
を
教
授
し
、
文
学
士
伊
藤

の
声
価
は
高
ま
っ
た
と
い
う
逸
話
を
残
し
て
い
ま
す
。

　

杭
州
日
文
学
堂
の
教
育
事
業
に
つ
い
て
は
、
次
の
点
に
注
目
す
べ
き
で
す
。
一
つ
は
、
そ
の
教
育
内
容
、

も
う
一
つ
は
学
生
の
構
成
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
高
西
賢
正
は
『
東
本
願
寺
上
海
開
教
六
十
年
史
』
の

中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

杭
州
忠
清
巷
の
日
文
学
堂
は
、
普
通
学
を
専
ら
と
し
て
、
月
謝
二
元
を
と
っ
て
学
生
を
募
集
し
た
。

教
程
は
日
本
の
中
学
五
年
間
を
三
年
に
縮
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
時
人
の
要
求
に
応
じ
た
も

の
で
あ
る
が
、
後
藤
葆
真
師
は
所
期
の
目
的
と
異
っ
た
の
で
、
之
を
倶
と
せ
ず
、
去
っ
て
支
那
各
地

を
遊
歴
し
て
、
翌
年
帰
国
し
た
と
い
ふ
。

日
文
学
堂
は
か
く
て
、
開
校
最
初
か
ら
五
十
六
七
名
の
学
生
が
来
た
が
、
当
時
の
生
徒
の
姓
名
も
一

部
は
こ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
資
料
第
十
五
号
）。
年
齢
は
四
十
余
の
も
の
も
あ
り
、
十
五
六
歳

の
も
の
も
あ
っ
た
。
中
に
は
挙
人
の
試
験
に
及
第
し
た
も
の
も
あ
っ
た
と
い
ふ
。
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杭
州
日
文
学
堂
が
当
時
の
中
国
社
会
で
か
な
り
の
人
気
を
博
し
た
こ
と
が
、
右
の
引
用
か
ら
読
み
取
れ

ま
す
。
人
気
の
秘
密
は
、
日
本
語
教
育
だ
け
で
な
く
、
日
本
の
中
学
校
レ
ベ
ル
に
相
当
す
る
「
普
通
学
」

が
教
え
ら
れ
た
こ
と
で
し
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
学
生
の
多
く
が
成
人
で
、
す
で
に
科
挙
試
験
を
突
破
し

た
地
方
エ
リ
ー
ト
も
含
ま
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
楊

は
、
ま
さ
に
そ
の
う
ち
の
一
人
で
あ
っ

た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
ち
な
み
に
、『
東
本
願
寺
上
海
開
教
六
十
年
史
』
の
資
料
十
五
号
に
は
、
設
立

当
初
の
半
年
間
に
入
学
し
た
二
期
の
学
生
、
計
四
十
五
名
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
惜
し
い
こ
と
に

楊

の
名
前
は
こ
の
リ
ス
ト
に
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。
彼
は
お
そ
ら
く
第
三
期
以
降
の
学
生
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

杭
州
日
文
学
堂
の
教
程
に
つ
い
て
は
、
東
本
願
寺
の
「
清
国
開
教
本
部
事
務
章
程
」
か
ら
窺
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
第
三
年
級
」
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
は
、
日
本
語
の
授
業
の
他
に
、「
東
洋

史
」
や
「
代
数
」、「
幾
何
」
な
ど
も
あ
り
、
さ
ら
に
「
生
理
」、「
衛
生
」、「
動
物
」
な
ど
の
科
目
も
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
教
程
と
並
行
し
て
、
明
治
三
十
三
年
に
は
堂
長
の
伊
藤
賢
道
が
杭
州
日
文
学
堂
に

医
療
所
を
併
設
し
た
り
、
さ
ら
に
日
本
か
ら
女
医
を
迎
え
た
り
す
る
な
ど
、
医
療
関
連
の
活
動
も
熱
心
に

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
事
業
は
結
局
長
続
き
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
当
時
か
な
り
の
話
題
に
は

な
っ
た
よ
う
で
す
。
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そ
ん
な
中
、
楊

は
学
生
と
し
て
杭
州
日
文
学
堂
に
三
年
間
在
籍
し
て
い
ま
し
た
。
彼
は
こ
こ
で
日
本

語
を
習
得
し
、
ま
た
生
理
学
や
衛
生
学
な
ど
「
普
通
学
」
の
諸
科
目
も
学
ん
だ
わ
け
で
す
か
ら
、
セ
ク
ソ

ロ
ジ
ー
啓
蒙
書
の
執
筆
に
必
要
な
知
識
も
、
す
べ
て
日
文
学
堂
で
身
に
付
け
た
も
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
点

か
ら
す
る
と
、『
吾
妻
鏡
』
は
東
本
願
寺
に
よ
る
近
代
教
育
事
業
が
も
た
ら
し
た
一
つ
の
結
晶
と
言
え
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

七
　「
吾
妻
鏡
」
小
考

　

い
よ
い
よ
最
後
の
謎
に
迫
る
時
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
清
末
の
中
国
で
出
版
さ
れ
た
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
の

啓
蒙
書
に
、
日
本
の
歴
史
書
の
タ
イ
ト
ル
が
そ
の
ま
ま
借
用
さ
れ
た
の
は
、
い
っ
た
い
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
謎
を
解
く
に
は
、「
吾
妻
鏡
」
が
外
来
語
と
し
て
清
代
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
に
流
布
し
て
い
た
か
、

と
い
う
こ
と
を
見
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

日
本
の
歴
史
書
で
あ
る
『
吾
妻
鏡
』
が
中
国
に
輸
出
さ
れ
た
の
は
、
十
七
世
紀
半
ば
の
こ
と
で
し
た
。

清
初
の
著
名
な
学
者
、
朱
彝
尊
は
、
同
書
の
日
本
刊
本
（
寛
永
三
年
刊
）
を
架
蔵
し
て
い
た
一
人
で
、「
吾

妻
鏡
跋
」
と
い
う
文
章
を
残
し
て
い
ま
す
。
こ
の
文
章
は
、
朱
の
読
後
感
や
書
物
の
入
手
経
緯
な
ど
を
記

し
た
も
の
で
、
江
南
の
文
人
の
間
で
は
広
く
読
ま
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
朱
の
影
響
で
、
そ
の
後
数
種
類
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の
写
本
が
作
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
同
書
の
日
本
刊
本
が
清
朝
中
期
以
降
も
江
南
に
輸
入
さ
れ
続
け
、
呉

興
な
ど
の
本
屋
で
販
売
さ
れ
て
い
ま
し
た
（
佐
藤
成
裕
『
中
陵
漫
録
』）。
こ
の
他
に
も
、
同
書
に
関
す
る

清
人
の
論
評
は
い
く
つ
も
存
在
し
、
さ
ら
に
文
学
作
品
（
た
と
え
ば
尤
侗
の
外
国
竹
枝
詞
や
曹
寅
の
雑
劇
な

ど
）
の
中
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
言
で
い
う
と
、日
本
の
『
吾
妻
鏡
』
は
清
代
の
中
国
で
「
海

外
異
書
」
の
誉
れ
を
恣
に
し
た
書
物
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
、『
吾
妻
鏡
』
と
い
う
書
名
の
意
味
に
関
し
、
清
朝
の
文
人
た
ち
は
興
味
津
々
で
し
た
。
た
と

え
ば
、
尤
侗
は
「
外
国
竹
枝
詞
」
の
中
で
、「
吾
妻
」
は
島
の
名
前
で
あ
る
、
と
わ
ざ
わ
ざ
注
を
付
し
て

説
明
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
明
代
以
降
の
日
本
地
理
書
に
、
こ
の
地
名
は
載
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で

翁
広
平
と
い
う
清
朝
の
学
者
は
、
朝
鮮
書
の
『
東
国
通
鑑
』
ま
で
調
べ
、「
吾
妻
鏡
」
の
意
味
を
突
き
止

め
よ
う
と
し
ま
し
た
。
む
ろ
ん
彼
の
努
力
は
実
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

翁
広
平
は
近
代
以
前
の
日
本
研
究
の
頂
点
に
立
つ
学
者
で
、『
吾
妻
鏡
補
』
と
い
う
日
本
地
理
書
を
残

し
て
い
ま
す
。
彼
は
、「
吾
妻
鏡
」
の
意
味
に
た
い
へ
ん
こ
だ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
と
詮
索
し

て
も
要
領
を
得
な
か
っ
た
わ
け
で
す
が
、
あ
る
時
、
自
分
の
疑
問
は
す
っ
か
り
氷
解
し
た
と
言
い
出
し
ま

す
。
頼
山
陽
の
詩
集
『
日
本
楽
府
』
を
目
に
し
た
後
の
こ
と
で
し
た
。
翁
は
「
日
本
楽
府
序
」（『
聴
鶯
斎

文
鈔
』）
と
い
う
文
章
の
中
で
、「
山
陽
の
詩
を
読
ん
で
、
初
め
て
気
持
ち
が
す
っ
き
り
し
ま
し
た
よ
」（
及

見
山
陽
楽
府
、
始
豁
然
矣
）
と
、
や
や
興
奮
気
味
に
感
想
を
述
べ
て
い
ま
す
。
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『
日
本
楽
府
』
は
、
頼
山
陽
が
生
前
唯
一
出
版
し
た
漢
詩
集
で
す
。
そ
の
中
に
、「
吾
妻
鏡
」
と
題
す
る

一
首
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
鎌
倉
幕
府
の
史
実
を
詠
じ
た
も
の
で
、
内
容
は
次
の
通
り
で
す
。

吾
妻
鏡
。

将
為
檮
杌
将
為
乗
。

小
児
将
軍
数
易
姓
。

一
姓
常
執
兵
馬
柄
。

君
不
見
。

阿
姉
買
鏡
阿
妹
夢
。

鳩
啣
金
函
凰
得
鳳
。

妻
夢
長
、
吾
夢
短
。

妻
鏡
明
、
吾
鏡
闇
。

（
大
意
）吾

妻
鏡
よ
、

こ
の
悪
事
満
載
の
史
書
！
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小
さ
な
子
ど
も
を
何
度
も
幕
府
の
将
軍
と
し
て
迎
え
、

天
下
の
兵
権
が
常
に
一
族
に
よ
っ
て
握
ら
れ
る
。

君
は
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

夢
買
い
の
た
め
に
、
姉
が
化
粧
の
鏡
を
妹
に
渡
し
た
こ
と
を
。

金
の
箱
を
く
わ
え
て
飛
ん
で
き
た
鳩
を
夢
で
見
た
の
は
妹
な
の
に
、

い
い
男
と
結
婚
し
た
の
は
、
美
人
の
姉
だ
っ
た
。

妻
の
夢
は
あ
ん
な
に
長
続
き
し
た
の
に
、
私
の
夢
は
つ
か
の
間
だ
っ
た
。

妻
の
鏡
は
あ
ん
な
に
明
る
か
っ
た
の
に
、
私
の
鏡
は
曇
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
。

　

頼
山
陽
は
、
鎌
倉
幕
府
の
歴
史
を
苦
々
し
く
見
る
儒
学
者
で
し
た
。
権
力
簒
奪
に
よ
っ
て
樹
立
し
た
北

条
氏
の
政
権
に
対
し
て
、
彼
は
文
学
的
な
手
法
を
駆
使
し
て
痛
烈
な
批
判
を
下
し
ま
す
。
幕
府
の
時
事
を

記
録
し
た
『
吾
妻
鏡
』
は
、
ま
さ
に
古
代
中
国
の
史
書
で
あ
る
『
檮
杌
』
や
『
乗
』
の
よ
う
に
、
悪
事
だ

ら
け
の
歴
史
書
で
は
な
い
か
、
と
彼
は
言
い
ま
す
。
そ
の
事
例
と
し
て
、
美
人
の
「
阿
姉
」、
す
な
わ
ち

北
条
政
子
に
ま
つ
わ
る
夢
買
い
の
逸
話
や
、
不
義
密
通
か
ら
始
ま
っ
た
政
子
と
頼
朝
と
の
結
婚
が
、
詩
の

中
で
大
々
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
山
陽
の
弟
子
で
あ
る
牧
百
峰
が
付
し
た
注
釈
で
は
、

政
子
の
父
・
時
政
に
も
批
判
の
矛
先
が
向
け
ら
れ
ま
し
た
。
政
子
と
頼
朝
の
関
係
を
奇
貨
と
し
た
時
政
が
、
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種
々
の
権
謀
を
弄
し
、「
幕
府
の
政
権
を
執
り
、
つ
い
に
そ
の
家
を
簒
」
っ
た
と
、
百
峰
は
解
説
し
て
い

ま
す
。

　

頼
山
陽
の
漢
詩
「
吾
妻
鏡
」
の
も
う
一
つ
の
特
色
は
、「
鏡
」
と
い
う
文
字
が
四
回
も
使
わ
れ
て
い
る

こ
と
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
明
治
期
の
漢
学
者
で
あ
る
坂
井
松
梁
は
、「
一
個
の
鏡
の
字
に
就
き
、
節
々

意
を
生
じ
、
環
旋
窮
り
な
き
、
猶
連
環
体
を
読
む
が
如
し
、
婉
麗
、
繊
巧
、
題
面
に
称
え
る
者
と
云
う
べ

し
」
と
解
釈
し
て
い
ま
す
（
坂
井
松
梁
編
『
日
本
楽
府
詳
解　

詠
史
詩
集
』）。
し
か
し
、
こ
の
詩
を
読
ん
だ

中
国
人
の
翁
広
平
は
、
そ
れ
を
文
学
的
手
法
と
は
捉
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
翁
は
む
し
ろ
、「
吾
妻
鏡
」
と

い
う
言
葉
の
由
来
が
説
か
れ
る
詠
史
の
詩
作
と
し
て
、
こ
の
作
品
を
理
解
し
た
の
で
す
。
い
ま
ま
で
知
ら

な
か
っ
た
「
知
識
」
を
得
た
彼
は
、『
日
本
楽
府
』
を
抄
録
し
た
後
の
気
持
ち
を
、「
晩
年
一
大
快
事
」
と

さ
え
述
懐
し
て
い
ま
す
。

　
『
日
本
楽
府
』
は
、
頼
山
陽
の
存
命
中
す
で
に
中
国
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
詩
集
に
よ
っ
て
、
彼

の
中
国
で
の
文
名
は
高
ま
り
ま
し
た
。『
日
本
楽
府
』
の
影
響
は
、
一
人
翁
広
平
だ
け
で
な
く
、
他
の
清

代
文
人
に
も
及
び
ま
し
た
。
と
言
う
の
も
、
頼
山
陽
の
作
品
と
同
様
、「
吾
妻
鏡
」
と
い
う
言
葉
に
強
烈

な
性
的
含
意
を
賦
与
し
た
詩
作
が
、
他
の
清
人
作
品
に
も
見
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
次
の
一
首
は
、
ま
さ
に

そ
の
典
型
例
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
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高
屐
豊
鬟
異
様
鮮

風
流
不
減
漢
唐
年

生
花
妙
遇
江
郎
筆

能
併
三
神
山
色
伝

昔
年
曽
訪
吾
妻
鏡

弾
指
而
今
意
未
磨

何
以
斯
図
頻
展
玩

源
花
韻
事
続
新
羅

（
大
意
）高

い
下
駄
と
ふ
っ
く
ら
し
た
髪
型
、
な
ん
と
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
！

彼
女
の
風
情
、
ま
る
で
い
に
し
え
の
人
の
よ
う
。

さ
い
わ
い
絵
の
上
手
な
あ
な
た
に
出
会
い
、

彼
女
の
姿
は
、
日
本
の
風
景
と
と
も
に
後
世
へ
伝
え
る
よ
。

あ
な
た
は
た
し
か
、
以
前
吾
妻
鏡
を
探
訪
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
よ
ね
。

歳
月
が
過
ぎ
て
も
、
ま
だ
意
気
消
沈
し
て
い
な
い
よ
う
だ
。
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な
ぜ
わ
た
し
が
こ
の
絵
に
惚
れ
込
ん
だ
か
と
い
う
と
、

そ
こ
に
は
異
国
に
つ
な
が
る
風
流
が
あ
る
か
ら
だ
。

　

右
の
詩
は
、
一
八
八
六
年
十
二
月
二
日
付
『
申
報
』
の
漢
詩
欄
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、
柤
亭
と
い
う

人
物
が
投
稿
し
た
「
倚

楼
主
所
写
小
花
小
影
」
の
中
の
一
首
で
す
。
詩
の
主
題
は
、「
東
洋
妓
女
」
に

対
す
る
中
国
文
人
の
恋
情
を
詠
じ
た
も
の
で
す
が
、「
東
洋
妓
女
」
と
は
、
清
末
上
海
の
繁
華
街
に
現
れ

た
「
東
洋
茶
館
」（
日
本
茶
屋
）
に
抱
え
ら
れ
て
い
る
「
か
ら
ゆ
き
さ
ん
」
た
ち
に
対
す
る
呼
称
で
し
た
。

彼
女
た
ち
は
異
域
か
ら
や
っ
て
き
た
「
解
語
の
花
」
と
し
て
、
当
時
上
海
の
文
人
た
ち
の
間
で
た
い
へ
ん

も
て
は
や
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
詩
の
中
に
は
、「
高
屐
豊
鬟
」、「
風
流
」、「
江
郎
」（
文
才
ゆ
た
か
な

色
男
の
喩
え
）、「
韻
事
」な
ど
、性
的
な
含
意
を
持
つ
言
葉
が
多
く
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
吾

妻
鏡
」
も
、
そ
の
仲
間
の
一
つ
に
入
っ
て
い
ま
す
。「
昔
年
曽
訪
吾
妻
鏡　

弾
指
而
今
意
未
磨
」
の
一
句

に
は
、
主
人
公
が
か
つ
て
日
本
を
訪
れ
、
種
々
の
風
流
韻
事
を
残
し
た
、
と
い
う
含
意
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。

　

つ
い
で
に
言
い
ま
す
と
、
清
人
詩
作
の
中
で
「
吾
妻
鏡
」
は
、
日
本
の
別
称
と
し
て
も
し
ば
し
ば
使
わ

れ
ま
し
た
。『
申
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
送
別
詩
の
中
に
は
、「
異
書
早
読
吾
妻
鏡　

行
李
紛
投
估
客
船
」（
異

書
の
吾
妻
鏡
を
早
く
読
み
、
い
っ
ぱ
い
の
荷
物
を
抱
え
て
客
船
に
乗
り
込
む
。
楊
兆

「
曼
老
明
経
将
之
日
本
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贈
詩
留
別
即
次
原
韻
以
当
驪
歌
」、『
申
報
』、
一
八
八
〇
年
三
月
二
十
六
日
付
）
と
い
う
詩
句
が
見
ら
れ
ま
す
。

「
異
書
早
読
吾
妻
鏡
」
云
々
は
、
日
本
の
歴
史
を
学
ぶ
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、「
日
本
へ
旅
す
る
」
を
意

味
し
ま
す
。
さ
ら
に
も
う
一
例
を
挙
げ
ま
す
と
、
一
八
九
〇
年
代
前
後
の
『
申
報
』
に
は
、
日
本
ニ
ュ
ー

ス
の
報
道
欄
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
報
道
欄
に
は
い
く
つ
か
の
名
称
が
あ
っ
て
一
定
し
な
か
っ
た
の
で
す

が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
「
吾
妻
鏡
影
」
で
し
た
。「
吾
妻
鏡
」
と
い
う
言
葉
が
こ
こ
で
は
、
日
本
の
洒

落
た
別
称
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
清
代
中
国
に
伝
わ
っ
た
「
吾
妻
鏡
」
と
い
う
外
来
語
は
、
元
の
日
本
語
と
比
べ
て
、

ず
い
ぶ
ん
意
味
が
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
清
人
の
詩
文
の
中
で
、
こ
の
三
文
字
は
、
時
に
「
海
外
異

書
」
の
比
喩
と
し
て
、
時
に
日
本
の
洒
落
た
別
称
と
し
て
、
時
に
男
女
の
性
愛
を
暗
示
す
る
詩
語
と
し
て

使
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
語
を
三
年
間
学
ん
だ
と
は
い
え
、
楊

も
や
は
り
当
時
の
中
国
語
の
ニ
ュ
ア
ン

ス
に
従
っ
て
、
こ
の
言
葉
を
使
っ
た
の
で
す
。

お
わ
り
に

　
『
吾
妻
鏡
』
を
手
が
か
り
と
し
て
、
清
末
の
中
国
社
会
に
お
け
る
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
の
流
布
と
影
響
を
見

て
き
ま
し
た
。
結
論
と
し
て
、
次
の
三
点
を
指
摘
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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中
国
知
識
人
に
よ
る
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
の
受
容
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
専
ら
中
華
民
国
期
に
焦

点
を
絞
っ
て
き
ま
し
た
。
ス
ト
ウ
プ
ス
『
結
婚
愛
』
や
エ
リ
ス
『
性
の
心
理
』
な
ど
、
イ
ギ
リ
ス
人
学
者

の
著
作
が
広
く
読
ま
れ
た
こ
と
は
、
彭
小
妍
氏
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
一
つ
前

の
時
代
で
あ
る
清
末
期
も
実
は
、す
で
に
性
の
学
説
が
盛
ん
に
説
か
れ
て
い
た
時
代
だ
っ
た
の
で
す
。「
性
」

や
「
性
欲
」
な
ど
の
概
念
が
ま
だ
導
入
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
の
時
期
、「
強
種
」
や
「
保
種
」
な
ど
の

ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
、
性
感
電
気
説
を
は
じ
め
、
造
化
機
論
に
関
連
す
る
諸
々
の
言
説
が
有
用
な
「
知
識
」

と
し
て
数
多
く
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
「
知
識
」
は
短
命
に
終
わ
ら
ず
、
か
な
り
長
く

通
用
し
て
お
り
、
民
国
期
に
な
っ
て
も
そ
の
影
響
力
は
衰
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
近
代
中
国
に
お
け
る
性
科

学
受
容
を
考
え
る
際
、
日
本
に
よ
る
影
響
が
す
こ
ぶ
る
大
き
か
っ
た
こ
と
を
、
ま
ず
は
指
摘
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

そ
れ
に
関
連
し
て
、
清
末
の
知
識
人
た
ち
が
学
習
し
た
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
の
中
身
が
け
っ
し
て
純
粋
な
科

学
的
知
識
に
根
ざ
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
も
、
注
意
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
十
九
世
紀
西
洋
の
セ
ク
ソ
ロ

ジ
ー
通
俗
書
に
は
、
解
剖
学
や
生
理
学
の
知
識
紹
介
が
見
ら
れ
る
一
方
、
性
感
電
気
の
よ
う
な
、
擬
似
科

学
に
基
づ
い
た
種
々
の
俗
説
も
氾
濫
し
て
お
り
、
そ
の
う
え
キ
リ
ス
ト
教
的
な
性
道
徳
の
説
教
も
混
在
し

て
い
ま
し
た
。
文
明
開
化
期
の
日
本
で
は
、
そ
れ
が
積
極
的
に
翻
訳
・
紹
介
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
結
果
、

造
化
機
論
と
い
う
大
き
な
出
版
ジ
ャ
ン
ル
が
現
れ
ま
す
。
そ
の
造
化
機
論
の
言
説
は
、
江
戸
時
代
の
好
色
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文
化
や
国
粋
主
義
的
な
思
潮
と
い
っ
た
新
し
い
要
素
も
加
味
さ
れ
た
、
す
こ
ぶ
る
日
本
色
の
濃
い
も
の
で

し
た
。
日
清
戦
争
後
、
造
化
機
論
の
存
在
は
中
国
知
識
人
た
ち
の
目
に
留
ま
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ

れ
に
対
す
る
客
観
的
な
分
析
や
批
判
な
ど
は
一
切
な
く
、「
物
理
学
の
源
、
心
霊
学
の
本
」
と
い
う
主
観

的
な
思
い
込
み
で
紹
介
さ
れ
、
間
を
置
か
ず
に
類
書
が
大
流
行
す
る
と
い
う
社
会
現
象
に
ま
で
発
展
し
ま

す
。
楊

が
鼓
吹
す
る
「
培
種
の
道
」
や
、
張
競
生
の
「
電
化
的
交
媾
法
」
な
ど
は
、
基
本
的
に
造
化
機

論
の
延
長
線
上
に
あ
る
言
説
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
す
。
彼
ら
の
論
述
を
読
む
と
、
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー

に
傾
倒
し
た
清
末
民
初
の
論
客
た
ち
は
、
解
剖
生
理
学
の
正
し
い
知
識
に
は
あ
ま
り
目
を
向
け
ず
、
専
ら

怪
し
げ
な
学
説
に
気
を
取
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
気
に
な
っ
て
な
り
ま
せ
ん
。

　

清
末
期
に
お
け
る
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
受
容
の
も
う
一
つ
の
特
色
は
、
学
習
の
主
体
に
あ
り
ま
す
。
近
代
以

降
、
中
国
が
日
本
か
ら
多
く
を
学
ん
だ
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
い
て
い
の
場
合
、
知
識
伝

播
の
主
役
は
留
学
経
験
の
あ
る
知
識
人
た
ち
で
し
た
。
し
か
し
、
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
の
導
入
は
、
い
さ
さ
か

異
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
日
本
語
原
書
の
輸
入
に
始
ま
り
、
国
内
の
読
書
人
が
そ
れ
ら

の
書
を
読
み
、
翻
訳
し
、
さ
ら
に
自
ら
の
手
に
よ
っ
て
類
書
を
創
作
す
る
。
こ
の
一
連
の
動
き
を
可
能
な

ら
し
め
た
の
は
、
当
時
の
中
国
国
内
に
お
け
る
日
本
語
教
育
と
近
代
教
育
の
急
速
な
拡
大
で
し
た
。
二
十

世
紀
前
後
の
数
年
間
、
全
国
各
地
に
東
文
学
堂
な
る
日
本
語
教
育
機
関
が
次
々
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
そ

れ
に
よ
り
、
日
本
語
著
作
の
読
め
る
読
者
が
に
わ
か
に
増
え
た
の
で
す
。
東
文
学
堂
の
創
立
と
経
営
に
は
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さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
が
携
わ
っ
て
お
り
、
中
で
も
真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）
は
一
つ
の
重
要
な
存
在
で

し
た
。
教
育
事
業
は
、
東
本
願
寺
の
中
国
布
教
の
一
環
と
し
て
一
時
華
や
か
に
展
開
さ
れ
、
そ
の
成
果
の

一
つ
に
、
杭
州
日
文
学
堂
の
創
設
が
あ
り
ま
し
た
。
同
学
堂
の
学
生
で
あ
っ
た
楊

は
ま
さ
に
そ
こ
で
三

年
か
け
て
日
本
語
を
習
得
し
、
同
時
に
「
普
通
学
」
の
諸
科
目
も
学
び
ま
し
た
。『
吾
妻
鏡
』
誕
生
の
知

的
背
景
と
し
て
、
こ
の
学
習
経
験
は
無
視
で
き
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
東
本
願
寺
系
の
東
文
学
堂
が
中
国

社
会
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
究
明
さ
れ
て
い
な
い
点
も
多
い
の
で
す
が
、
も
っ
と
正
面
か

ら
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。

　

中
国
に
お
け
る
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
の
受
容
は
、
西
学
東
漸
の
歴
史
上
、
間
違
い
な
く
た
い
へ
ん
重
要
な
一

頁
で
す
。
そ
れ
に
関
す
る
研
究
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
す
が
、
実
態
の
解
明
に
向
け
て
、
こ
れ
か
ら

も
引
き
続
き
探
求
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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。





発表を終えて

　十数年前、留学生として初めて日本に来た時の私は、将来、性の文化
史という領域に足を踏み入れることになるとは思ってもいませんでした。
指導教官の園田先生は温和な人柄で、好きなテーマで自由にやりなさい、
とよくおっしゃってくださいました。お墨付きをいただいた私は、当時
もっぱら日文研の図書室で異書秘本の類を漁り、読み耽っていました。
また、コモンルームに集まってきた先生方の自由な放談にも興味津々で、
よく耳を傾けたものです。今振り返ってみると、このような留学体験こ
そが自分の研究を方向づけたものにほかなりません。
　今回のテーマは、日文研の共同研究会で着想を得てから、ここ数年
間ずっと追いかけてきたものです。大勢の方々の前で報告できたこと
を、たいへん嬉しく思っています。院生の頃からずっとお世話になっ
た井上章一先生は、今回コメンテーターを務めてくださいました。抑
揚のある井上節に、陶然として聴き入り、質疑応答の時間はあっとい
う間に過ぎてしまいました。同じ井上班のメンバーだった斉藤光さん
と申昌浩さんは、当日わざわざ会場に足を運んでくださいました。お
二方からは、多くの有益なご教示をもいただきました。
　発表にあたっては、佐野真由子先生ならびに研究協力課の皆さまに
も、一方ならぬお世話になりました。今回の発表タイトルは、格好よ
くてとても気に入っています。これは佐野先生とご相談した際、先生
のアドバイスを受けて決めたものです。冊子の原稿ができた後、華東
師範大学の同僚だった木村文三先生が、日本語のチェックを快く引き
受けてくださいました。長々と書いてしまったので、字句や文法の訂
正などでご苦労をかけたに違いありません。
　上記の皆様に、深甚の謝意を表します。
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　


