
は
じ
め
に

ま
だ
医
学
が
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
時
代
、
人
々
は
呪
術
的
な
方
法
を
用

い
て
そ
の
脅
威
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
疱

瘡
絵
は
、
疱
瘡
と
い
う
病
へ
の
呪
術
的
な
対
抗
法
の
一
つ
と
し
て
近
世
社
会

で
使
用
さ
れ
て
い
た
浮
世
絵
版
画
で
あ
る
。
疱
瘡
絵
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

い
く
つ
か
の
先
行
研
究
が
存
在
す
る
。

Ｈ
・
Ｏ
・
ロ
ー
テ
ル
ム
ン
ド
は
『
疱
瘡
神
│
江
戸
時
代
の
病
い
を
め
ぐ
る

（
�
）

民
間
信
仰
の
研
究
』
の
な
か
で
、
医
学
的
史
料
や
疱
瘡
へ
の
対
抗
法
に
ま
つ

わ
る
民
間
信
仰
な
ど
を
調
査
し
、
疱
瘡
神
が
庶
民
の
間
で
信
仰
さ
れ
る
に
至

っ
た
過
程
を
探
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
疱
瘡
絵
に
は
疱
瘡
に
直
接
挑
ん
で

闘
う
よ
う
な
場
面
を
描
い
た
も
の
が
少
な
い
の
に
対
し
て
、
病
気
の
治
癒
を

予
祝
し
た
り
祝
祭
的
世
界
を
描
い
た
り
し
た
も
の
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
と

述
べ
、
こ
の
直
接
的
な
対
抗
表
現
の
少
な
さ
は
、
疱
瘡
に
対
す
る
人
々
の
無

力
感
を
反
映
し
て
い
る
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
川
部
裕
幸
は
「
疱
瘡
絵
の

（
�
）

文
献
的
研
究
」
に
お
い
て
、
疱
瘡
絵
の
定
義
付
け
の
指
標
と
し
て
、
色
と
摺

り
の
様
式
、
描
か
れ
て
い
る
内
容
、
用
途
の
三
つ
を
挙
げ
、
こ
れ
を
前
提
と

し
な
が
ら
論
を
展
開
し
て
い
る
。
ま
た
、
疱
瘡
絵
が
ど
の
よ
う
な
流
れ
で
発

生
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
朱
鍾
馗
の
系
統
、
玩
具
や
芝
居
絵
の
系
統
、
護
符

の
系
統
の
三
つ
の
系
統
が
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い

る
。
藤
岡
摩
里
子
は
『
浮
世
絵
の
な
か
の
江
戸
玩
具

消
え
た
み
み
ず
く
、

（
�
）

だ
る
ま
が
笑
う
』
の
中
で
、
み
み
ず
く
や
だ
る
ま
を
描
い
た
国
芳
の
疱
瘡
絵

な
ど
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
が
疱
瘡
絵
に
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
藤
井
裕
之
は
「
疱
瘡
・
麻
疹
に
み
る
病
観
│
疱
瘡

（
�
）

絵
と
は
し
か
絵
の
比
較
│
」
に
お
い
て
、
疱
瘡
絵
と
麻
疹
絵
を
比
較
し
、
両

病
の
病
観
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
石
垣
絵
美
は
「
疱
瘡
絵
の
画

（
�
）

題
と
疱
瘡
除
け
」
に
お
い
て
、
疱
瘡
絵
を
四
四
点
収
集
し
、
そ
れ
ら
の
分
析

を
通
し
て
、
だ
る
ま
や
富
士
山
、
為
朝
な
ど
の
画
題
に
つ
い
て
の
検
討
、
疱

瘡
に
対
す
る
人
々
の
対
処
の
在
り
方
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

浮
世
絵
と
庶
民
信
仰

│
│
疱
瘡
絵
を
め
ぐ
っ
て
│
│

小

林

香
那
子

五
三



し
か
し
、
Ｈ
・
Ｏ
・
ロ
ー
テ
ル
ム
ン
ド
は
二
九
点
、
最
新
の
著
述
で
あ
る

石
垣
絵
美
で
も
四
四
点
の
疱
瘡
絵
を
収
集
・
分
析
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

こ
れ
は
疱
瘡
絵
を
分
析
す
る
上
で
、
作
品
数
の
面
で
は
あ
ま
り
十
分
な
数
と

は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ

も
、
改
め
て
疱
瘡
絵
を
収
集
し
、
画
題
等
に
つ
い
て
再
検
討
を
加
え
る
も
の

で
あ
る
。

一
、
疱
瘡
と
い
う
病
と
「
疱
瘡
絵
」

疱
瘡
（
天
然
痘
）
は
、
古
来
よ
り
日
本
人
が
闘
っ
て
き
た
流
行
病
の
一
つ

で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
疱
瘡
の
歴
史
に
つ
い
て
、
川
村
純
一
は
『
病
い
の

（
�
）

克
服
│
日
本
痘
瘡
史
│
』
の
中
で
、
日
本
史
、
医
学
、
文
学
な
ど
の
多
数
の

文
献
史
料
を
調
査
し
、
詳
述
し
て
い
る
。

疱
瘡
の
歴
史
は
古
く
、
文
献
史
料
に
そ
の
病
に
つ
い
て
の
記
述
が
認
め
ら

れ
る
の
は
、『
続
日
本
紀
』
巻
第
十
二
、
天
平
七
（
七
三
五
）
年
の
記
述
が

（
�
）

最
古
で
あ
る
。
以
降
も
幾
度
も
流
行
を
繰
り
返
し
、
江
戸
時
代
頃
に
は
疱
瘡

（
�
）

流
行
の
間
隔
は
さ
ら
に
短
く
な
っ
て
い
っ
た
。
疱
瘡
は
一
度
経
験
す
る
と
二

度
は
か
か
ら
な
い
病
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
た
め
、
人
々
は
如
何
に

し
て
疱
瘡
を
無
事
に
乗
り
越
え
る
か
を
考
え
、
日
常
生
活
の
中
で
そ
の
対
策

が
必
要
不
可
欠
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
疱
瘡
へ
の
対
策
は
「
疱
瘡
除
け
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
医
学
の

知
識
が
乏
し
い
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
疱
瘡
は
疱
瘡
神
と
い
う
疫
病
神
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
疱
瘡
除
け
は
、
こ
の
疱

瘡
神
と
い
う
疫
病
神
を
村
や
家
か
ら
追
い
出
す
こ
と
、
ま
た
は
祀
り
上
げ
る

こ
と
で
疱
瘡
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
行
わ
れ
た
対
処
法
で
あ
り
、
そ
の
種
類
は

主
に
「
疱
瘡
神
送
り
」「
赤
の
呪
的
使
用
」「
疱
瘡
守
護
神
の
信
仰
」「
護
符

・
貼
り
札
」
の
四
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

疱
瘡
神
送
り
と
は
、
村
や
家
な
ど
の
生
活
共
同
体
で
行
う
神
送
り
の
儀
式

の
一
つ
で
あ
る
。
川
村
純
一
は
そ
の
全
国
共
通
の
形
式
と
し
て
、
桟
俵
に
赤

紙
を
敷
き
、
起
上
り
小
法
師
二
つ
と
小
豆
飯
を
乗
せ
て
御
幣
を
立
て
、
村
境

（
�
）

や
四
辻
な
ど
に
設
置
す
る
と
い
う
方
法
を
挙
げ
て
い
る
。

赤
の
呪
的
使
用
と
は
、
古
来
よ
り
魔
除
け
・
災
難
除
け
の
色
と
さ
れ
て
き

た
赤
色
を
用
い
て
疱
瘡
を
避
け
よ
う
と
し
た
呪
術
的
方
法
で
あ
る
。
実
際

に
、
江
戸
時
代
の
医
師
・
香
月
牛
山
が
記
し
た
元
禄
一
六
（
一
七
〇
三
）
年

刊
行
の
『
小
児
必
用
養
育
草
』
巻
四
に
は
、
疱
瘡
に
罹
患
し
た
ら
寝
室
の
屏

風
や
衣
桁
に
赤
い
衣
類
を
か
け
、
病
児
も
看
病
人
も
赤
い
衣
類
を
着
る
と
い

（

）

う
風
習
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、
疱
瘡
は
瘡
の
色
が

赤
け
れ
ば
軽
症
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
疱
瘡
軽
症
へ
の
祈
願
か
ら
赤

色
が
使
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
疱
瘡
に
お

け
る
赤
色
は
、
赤
が
持
つ
魔
除
け
の
力
と
軽
症
時
の
瘡
の
色
と
の
二
つ
の
面

か
ら
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
赤
色
は
後
述
の
疱
瘡
絵
に

お
い
て
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

疱
瘡
守
護
神
の
信
仰
と
は
、
社
寺
に
祀
ら
れ
て
い
る
疱
瘡
守
護
神
を
信
仰

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
疱
瘡
か
ら
の
守
護
を
祈
願
す
る
こ
と
で
あ
る
。
主
な

も
の
と
し
て
は
、
出
雲
の
鷺
大
明
神
や
伊
豆
・
相
模
地
方
で
信
仰
さ
れ
て
い

（

）

た
妙
正
大
明
神
な
ど
が
あ
る
。

五
四



護
符
・
貼
り
札
は
、
主
に
家
の
戸
口
や
屋
内
に
貼
っ
て
疱
瘡
神
の
侵
入
を

防
ぐ
目
的
で
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
疱
瘡
絵
は
こ
の
一
種
で
あ
る
。

以
上
が
疱
瘡
除
け
の
主
な
種
類
で
あ
る
。
一
八
〇
〇
年
代
に
種
痘
と
呼
ば

れ
る
疱
瘡
の
医
学
的
対
処
法
が
普
及
す
る
ま
で
、
こ
れ
ら
の
呪
的
方
法
は
庶

民
の
間
で
信
仰
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

前
述
の
通
り
、
疱
瘡
絵
は
疱
瘡
除
け
を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
た
浮
世
絵
の

一
種
で
あ
る
。
別
名
「
赤
絵
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
名
の
通
り
赤
色
一
色
で
刷

ら
れ
た
も
の
と
、
多
色
刷
り
の
も
の
が
存
在
す
る
。
疱
瘡
絵
が
い
つ
か
ら
制

作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
の
起
源
に
つ
い
て
詳
細
は
明
ら
か
に
な

っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
の
医
師
・
橋
本
伯
寿
が
一
八
一
〇
年
に

刊
行
し
た
『
国
字
断
毒
論
』
に
は
「
錦
絵
」
な
ど
が
寝
所
に
飾
ら
れ
て
い
た

（

）

と
い
う
記
述
が
あ
り
、
こ
の
「
錦
絵
」
は
疱
瘡
絵
の
こ
と
で
あ
る
と
推
測
さ

（

）

れ
る
。
ま
た
、
太
田
素
子
の
研
究
に
よ
る
と
、
山
梨
県
山
梨
郡
下
井
尻
村
の

依
田
家
に
は
、
寛
延
三
（
一
七
五
〇
）
年
か
ら
安
政
二
（
一
八
五
五
）
年
ま

で
に
作
成
さ
れ
た
疱
瘡
見
舞
帳
が
八
冊
現
存
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
は
依

田
家
の
子
ど
も
た
ち
が
疱
瘡
を
患
っ
た
際
に
贈
ら
れ
た
見
舞
品
の
記
録
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
る
と
見
舞
品
の
中
に
「
紅
絵
」
が
あ
り
、
寛
延
三
（
一
七
五

〇
）
年
に
一
点
、
明
和
四
（
一
七
六
七
）
年
に
四
点
、
安
永
七
（
一
七
七

八
）
年
に
一
六
点
贈
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
こ
の
資
料
か
ら
は
一
七
五
〇
年

ま
で
に
は
疱
瘡
絵
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
さ
ら
に
、
鈴
木

（

）

勝
忠
の
研
究
に
よ
る
と
、
延
享
二
（
一
七
四
五
）
年
の
江
戸
の
川
柳
集
に

「
悟
り
得
て
今
は
達
磨
も
紅
絵
に
て
」
と
い
う
句
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

川
部
裕
幸
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
文
献
な
ど
か
ら
一
八
世
紀
後
半
に
は
浮
世

絵
版
画
を
疱
瘡
見
舞
い
に
贈
る
習
慣
が
成
立
し
て
い
た
と
断
言
し
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
資
料
の
中
で
は
「
紅
絵
」
と
い
う
文
言
の
み
し
か
見
受
け
ら

（

）

れ
な
い
た
め
、
疱
瘡
絵
な
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

二
、
疱
瘡
絵
の
収
集
結
果

今
回
疱
瘡
絵
を
収
集
す
る
に
あ
た
っ
て
、
主
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
デ

（

）

（

）

（

）

ー
タ
ベ
ー
ス
を
調
査
対
象
と
し
、
そ
の
他
ロ
ー
テ
ル
ム
ン
ド
や
藤
岡
摩
里
子

の
書
籍
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
図
版
も
調
査
し
て
い
る
。

今
回
の
調
査
で
は
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
以
下
の
四
つ
の
条
件
の
下

で
収
集
す
る
こ
と
と
し
た
。

⑴
赤
一
色
で
刷
ら
れ
て
い
る
も
の
（
赤
絵
）

⑵
多
色
刷
り
の
う
ち
、
鎮
西
八
郎
為
朝
、
鐘
馗
、
だ
る
ま
、
み
み
ず

く
、
犬
張
子
、
う
さ
ぎ
、
春
駒
、
金
太
郎
、
桃
太
郎
、
富
士
山
、
七

福
神
、
獅
子
舞
、
鯛
、
玩
具
な
ど
を
画
題
と
し
た
も
の

（
明
確
に
芝
居
絵
、
役
者
絵
と
判
断
さ
れ
る
も
の
は
除
く
）

⑶
「
疱
瘡
」
の
文
言
が
入
っ
た
も
の

⑷
扇
な
ど
の
小
物
に
「
赤
」
の
文
言
が
入
っ
た
も
の

そ
の
結
果
、
一
五
二
点
の
疱
瘡
絵
を
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

内
訳
を
以
下
に
ま
と
め
る
。
ま
ず
、
刷
り
色
に
つ
い
て
分
類
す
る
と
、
多

色
刷
り
七
五
点
、
赤
絵
六
九
点
、
墨
摺
絵
八
点
で
あ
る
。
今
回
の
調
査
で
は
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赤
絵
よ
り
多
色
刷
り
の
絵
の
方
が
多
く
収
集
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
多
色
刷
り

の
作
品
に
関
し
て
は
武
者
絵
や
物
語
絵
な
ど
の
要
素
が
強
い
作
品
も
五
一
点

含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
は
「
疱
瘡
絵
の
可
能
性
の
あ
る
作
品
」
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
多
色
刷
り
よ
り
安
価
で
広
く

流
布
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
赤
絵
が
今
回
六
九
点
し
か
収
集
で
き
な
か
っ
た
の

は
、
疱
瘡
が
治
癒
す
る
と
川
へ
流
さ
れ
た
り
焼
却
処
分
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
絵
師
ご
と
に
分
類
し
た
結
果
を
述
べ
る
。
今
回
収
集
し
た
一
五
二

点
の
総
絵
師
数
は
四
三
名
で
あ
り
、
そ
の
他
に
絵
師
不
明
の
作
品
が
三
一
点

存
在
す
る
。
絵
師
の
内
訳
を
み
る
と
、
最
も
多
く
制
作
し
て
い
る
の
は
国
芳

で
二
二
点
あ
り
、
そ
の
次
に
重
政
が
一
六
点
、
初
代
国
貞
（
三
代
豊
国
）
が

七
点
、
芳
艶
・
芳
盛
が
六
点
、
清
長
・
芳
年
が
五
点
と
続
く
。

絵
師
に
つ
い
て
分
類
す
る
中
で
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
の
は
、
疱
瘡
絵
に
お

け
る
歌
川
派
の
存
在
感
の
大
き
さ
で
あ
る
。
今
回
収
集
し
た
中
に
歌
川
派
の

絵
師
は
一
六
名
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
総
絵
師
数
の
三
分
の
一
を
超
え

る
。
ま
た
、
国
芳
を
筆
頭
と
し
た
こ
の
う
ち
八
名
が
三
枚
以
上
の
疱
瘡
絵
を

制
作
し
て
お
り
、
歌
川
派
が
制
作
し
た
疱
瘡
絵
の
総
数
は
七
〇
点
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
疱
瘡
絵
の
総
数
の
う
ち
絵
師
不
明
の
三
一
点
を
除
い
た
一
二
一
点

の
半
数
以
上
を
占
め
て
い
る
。
歌
川
派
と
い
え
ば
、
当
時
の
江
戸
浮
世
絵
界

で
一
大
勢
力
を
築
い
て
い
た
一
門
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
、
疱
瘡
絵

は
人
気
絵
師
た
ち
に
も
取
り
組
ま
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分

か
る
。

次
に
、
画
題
に
よ
る
分
類
で
あ
る
。
今
回
の
調
査
で
最
も
多
く
見
ら
れ
た

画
題
は
だ
る
ま
で
四
六
点
で
あ
っ
た
。
以
下
、
為
朝
三
三
点
、
金
太
郎
二
六

点
、
鐘
馗
二
二
点
、
犬
張
子
二
一
点
、
み
み
ず
く
・
鯛
一
八
点
、
玩
具
一
三

点
、
春
駒
・
う
さ
ぎ
一
一
点
、
桃
太
郎
・
獅
子
舞
・
七
福
神
一
〇
点
、
富
士

山
九
点
、
役
者
絵
二
点
、
そ
の
他
八
点
と
な
っ
た
。
だ
る
ま
は
多
色
刷
り
と

赤
一
色
刷
り
の
両
方
で
よ
く
見
ら
れ
る
画
題
で
あ
る
た
め
、
最
も
多
く
な
っ

た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
画
題
が
成
立
し
た
経
緯
や
理
由

に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
の
中
で
も
検
討
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
調
査
に
お

け
る
疱
瘡
絵
の
収
集
結
果
報
告
は
以
上
で
あ
る
。

三
、
疱
瘡
見
舞
品
と
し
て
の
疱
瘡
絵

前
述
し
た
よ
う
に
、
川
部
裕
幸
は
、
一
八
世
紀
後
半
ま
で
に
浮
世
絵
版
画

が
疱
瘡
見
舞
品
と
し
て
贈
ら
れ
る
習
慣
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
文
献
に
基

づ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
文
献
に
あ
る
「
紅
絵
」
が
疱
瘡
絵
だ
と

確
定
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
だ
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
実
際
の
作

品
の
面
か
ら
そ
の
論
の
裏
付
け
を
試
み
た
。
今
回
収
集
し
た
作
品
の
中
で
、

一
八
世
紀
後
半
に
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
一
六
点
で
あ
る
。
そ

の
中
で
最
も
早
く
描
か
れ
た
も
の
は
、
清
経
が
恵
比
寿
と
大
黒
を
赤
絵
で
描

い
た
二
作
品
で
、
ど
ち
ら
も
清
経
の
活
動
時
期
か
ら
宝
暦
七
（
一
七
五
七
）

年
〜
安
永
九
（
一
七
八
〇
）
年
の
も
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品

か
ら
、
疱
瘡
絵
が
一
八
世
紀
後
半
ま
で
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
作
品
の
面

か
ら
証
明
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
文
献
の
中
で
「
紅
絵
」
と
記
さ
れ
て
い
る

も
の
が
疱
瘡
絵
で
あ
っ
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
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て
、
文
献
の
記
述
か
ら
見
て
少
な
く
と
も
一
八
世
紀
後
半
ま
で
に
疱
瘡
見
舞

品
と
し
て
の
疱
瘡
絵
が
成
立
し
て
い
た
と
す
る
川
部
の
論
は
、
今
回
実
際
の

作
品
を
提
示
し
た
こ
と
で
そ
の
可
能
性
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て

い
る
。

四
、
画
題
に
つ
い
て

今
回
の
疱
瘡
絵
収
集
の
条
件
で
示
し
た
よ
う
に
、
疱
瘡
絵
の
画
題
は
多
種

多
様
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
画
題
と
な

っ
た
経
緯
や
理
由
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
、
画
題

と
研
究
者
を
以
下
に
列
挙
す
る
。

（

）

⑴
川
部
裕
幸
（
二
〇
〇
〇
）
…
鐘
馗

（

）

⑵
藤
岡
摩
里
子
（
二
〇
〇
八
）
…
み
み
ず
く
、
う
さ
ぎ

（

）

⑶
石
垣
絵
美
（
二
〇
一
七
）
…
為
朝
、
だ
る
ま
、
富
士
山
、
犬
張
子
、
玩
具

こ
の
う
ち
石
垣
は
、
為
朝
が
疱
瘡
絵
の
画
題
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
時
期
に
つ
い
て
、
為
朝
が
画
題
と
し
て
一
般
的
に
な
っ
た
の
は
滝
沢
馬
琴

の
『
椿
説
弓
張
月
』
刊
行
以
後
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
石
垣
が
収

集
し
た
為
朝
の
疱
瘡
絵
一
六
点
に
は
制
作
年
代
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、『
椿

説
弓
張
月
』
の
刊
行
以
前
・
以
後
に
描
か
れ
た
為
朝
の
疱
瘡
絵
の
作
品
数
に

つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
収
集
結
果
を
も
と
に
石

垣
の
論
に
つ
い
て
の
裏
付
け
を
試
み
た
。

今
回
の
調
査
で
収
集
し
た
為
朝
の
絵
は
三
三
点
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
出

典
に
制
作
年
代
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
作
品
は
絵
師
の
活
動
時
期
に
基
づ
い

て
判
断
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
う
ち
二
作
品
は
制
作
年
代
だ
と
推
測

さ
れ
る
時
期
に
『
椿
説
弓
張
月
』
の
刊
行
年
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、『
椿

説
弓
張
月
』
以
前
・
以
後
の
判
断
は
で
き
な
い
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
れ
以
外
の
為
朝
絵
の
う
ち
、
制
作
年
代
不
明
の
一
三
点
を
除
く
一
八

点
は
、『
椿
説
弓
張
月
』
刊
行
以
後
に
描
か
れ
た
も
の
と
判
断
で
き
る
作
品

で
あ
る
。

現
時
点
で
は
制
作
年
代
不
明
の
作
品
も
多
く
、
ま
た
収
集
し
き
れ
て
い
な

い
疱
瘡
絵
も
数
多
く
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
今
回
の
調
査
に
よ
っ

て
、「『
椿
説
弓
張
月
』
の
流
通
と
と
も
に
、
為
朝
の
疱
瘡
神
調
伏
の
民
俗
信

仰
が
流
通
し
て
い
き
、
格
好
の
「
疱
瘡
絵
」
の
画
題
と
な
っ
て
い
っ
た
」
と

い
う
前
掲
の
石
垣
の
意
見
に
つ
い
て
、
作
品
数
の
面
か
ら
そ
の
可
能
性
を
裏

付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

五
、
疱
瘡
絵
の
な
か
の
役
者
絵

本
稿
の
冒
頭
で
挙
げ
た
先
行
研
究
の
中
で
は
、
藤
井
裕
之
が
疱
瘡
絵
に
お

（

）

い
て
「
役
者
を
題
材
と
し
た
絵
が
多
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
藤
井

が
対
象
と
し
た
疱
瘡
絵
の
作
品
数
な
ど
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
根
拠
は

よ
く
分
か
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の
他
の
先
行
研
究
で
も
、
役
者
と
い
う
画
題

に
つ
い
て
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
今
回
収
集
し
た
疱
瘡
絵
の
中

で
、
役
者
絵
は
二
点
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
こ
の
二
点
の

浮
世
絵
と
庶
民
信
仰

五
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役
者
絵
を
用
い
て
、
画
題
と
し
て
の
役
者
絵
の
役
割
に
つ
い
て
検
討
し
た

い
。一

つ
め
は
、
二
代
目
市
川
新
之
助
を
描
い
た
赤
絵
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
政

八
（
一
八
二
五
）
年
末
頃
に
初
代
国
貞
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

画
中
の
新
之
助
は
「
に
ら
み
」
の
表
情
を
見
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
市
川
團
十

郎
家
に
代
々
伝
わ
る
見
得
の
一
種
で
、
邪
気
を
祓
う
も
の
で
あ
る
。
敢
え
て

團
十
郎
で
は
な
く
新
之
助
が
に
ら
ん
で
い
る
様
子
を
描
い
た
の
は
、
疱
瘡
に

罹
患
す
る
の
が
主
に
子
ど
も
だ
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
新
之
助
は
だ
る
ま
や
み
み
ず
く
の
模
様
が
描
か
れ

た
衣
装
を
着
て
お
り
、
画
中
文
字
に
は
「
赤
飯
」
や
「
軽
�
�
」「
軽
き
」

「
軽
し
」
と
、
疱
瘡
除
け
の
玩
具
や
赤
い
食
べ
物
、
疱
瘡
が
軽
く
済
む
よ
う

に
祈
る
言
葉
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
絵
と
な
っ
て
い
る
。

二
つ
め
は
、
同
じ
く
市
川
家
の
役
者
が
に
ら
ん
で
見
せ
て
い
る
様
子
を
描

い
て
い
る
。
こ
の
役
者
は
、
出
典
元
で
は
二
代
目
新
之
助
の
扱
い
と
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
二
代
目
新
之
助
は
長
男
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
画
中
に

「
二
男
新
之
助
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
五
歳
の
時
点
で
既
に
六

代
目
海
老
蔵
襲
名
後
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
の
は

二
代
目
新
之
助
で
は
な
く
、
そ
の
弟
の
市
川
重
兵
衛
で
あ
る
と
推
測
さ
れ

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
疱
瘡
絵
に
お
い
て
市
川
團
十
郎
家
の
「
に
ら
み
」

は
疱
瘡
除
け
に
効
果
的
な
要
素
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
二
点
の
疱
瘡
絵
を
例
に
、
疱
瘡
絵
に
お
け
る
役
者
絵
の
役
割
に
つ
い

て
検
討
し
た
。
こ
れ
を
ま
と
め
る
と
、
市
川
團
十
郎
家
に
代
々
伝
わ
る
「
に

ら
み
」
の
よ
う
な
役
者
自
身
が
持
つ
魔
除
け
の
要
素
を
利
用
す
る
こ
と
と
、

販
売
店
側
の
販
売
促
進
を
目
的
と
し
て
役
者
の
人
気
を
利
用
す
る
こ
と
の
、

二
つ
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
今
回
は
以
上
の
よ
う
に

考
察
し
た
が
、
役
者
絵
の
収
集
が
十
分
で
な
い
可
能
性
は
残
っ
て
い
る
。
今

後
の
疱
瘡
絵
研
究
に
お
い
て
疱
瘡
絵
に
お
け
る
役
者
と
い
う
画
題
へ
の
検
討

が
さ
ら
に
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
疱
瘡
と
い
う
病
へ
の
呪
術
的
対
抗
手
段
で
あ
る
疱
瘡
絵
を
一

五
二
点
収
集
し
、
そ
の
結
果
を
ま
と
め
、
先
行
研
究
で
示
さ
れ
て
い
る
論
へ

の
再
検
討
や
、
画
題
の
検
討
な
ど
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
を
以
下
に
ま
と

め
、
本
稿
の
結
び
と
す
る
。

⑴

川
部
裕
幸
は
、「
十
八
世
紀
後
半
ま
で
に
は
浮
世
絵
版
画
を
疱
瘡
見

舞
品
と
し
て
贈
る
習
慣
が
成
立
し
て
い
た
」
と
断
定
し
な
が
ら
も
、
文

献
に
登
場
す
る
「
紅
絵
」
が
疱
瘡
絵
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
と
論
じ
て

い
る
。
本
稿
で
の
疱
瘡
絵
収
集
で
一
八
世
紀
後
半
に
制
作
さ
れ
た
疱
瘡

絵
が
一
六
点
見
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
疱
瘡
絵
が
一
八
世
紀
後
半

に
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
作
品
の
面
か
ら
も
証
明
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
川
部
が
指
摘
す
る
文
献
中
の
「
紅
絵
」
が
疱
瘡
絵
で
あ
る
可
能
性

は
十
分
に
考
え
ら
れ
、
疱
瘡
見
舞
品
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
浮
世
絵
版

画
が
疱
瘡
絵
で
あ
っ
た
と
い
う
一
定
の
可
能
性
を
提
示
で
き
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

五
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⑵

石
垣
絵
美
は
、
為
朝
が
疱
瘡
絵
の
画
題
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
『
椿
説
弓
張
月
』
の
刊
行
以
降
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、

石
垣
が
論
文
中
で
挙
げ
た
為
朝
の
疱
瘡
絵
に
は
制
作
年
代
が
明
記
さ
れ

て
お
ら
ず
、
刊
行
以
前
・
以
後
の
為
朝
の
作
品
数
の
比
較
も
行
わ
れ
て

い
な
い
。
そ
こ
で
、
筆
者
が
収
集
し
た
疱
瘡
絵
の
中
か
ら
為
朝
絵
を
抽

出
し
て
制
作
年
代
を
調
査
し
た
結
果
、
制
作
年
代
不
明
の
作
品
を
除
く

と
『
椿
説
弓
張
月
』
刊
行
以
降
に
制
作
さ
れ
た
も
の
が
大
多
数
を
占
め

る
結
果
と
な
っ
た
。
よ
っ
て
、
こ
の
結
果
は
石
垣
の
論
へ
の
裏
付
け
と

な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑶

疱
瘡
絵
の
画
題
と
し
て
「
役
者
」
が
検
討
さ
れ
て
い
る
先
行
研
究
は

あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
今
回
収
集
し
た
二
点
の
役
者
疱

瘡
絵
か
ら
、
市
川
家
の
「
に
ら
み
」
な
ど
役
者
自
身
の
肖
像
が
魔
除
け

の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
点
、
ま
た
人
気
役
者
を
疱
瘡
対
処
法
の
周
知

や
販
売
促
進
の
役
割
を
担
う
た
め
起
用
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し

た
。
疱
瘡
絵
に
お
け
る
役
者
と
い
う
画
題
は
、
こ
れ
ら
の
重
要
な
役
割

を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
三
点
が
、
本
稿
に
お
け
る
疱
瘡
絵
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。
疱

瘡
絵
の
分
析
に
関
し
て
は
不
十
分
な
点
も
あ
る
が
、
一
定
の
成
果
を
示
す
こ

と
が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
疱
瘡
絵
を
研
究
す
る
上
で
疱
瘡
絵
本

に
も
触
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
今
回
は
字
数
の
関
係
で
扱
う
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
た
め
別
稿
に
譲
る
。
そ
し
て
、
今
後
の
疱
瘡
絵
研
究
の
更
な
る
発
展

を
期
待
す
る
。

注（
�
）
Ｈ
・
Ｏ
・
ロ
ー
テ
ル
ム
ン
ド
『
疱
瘡
神
│
江
戸
時
代
の
病
い
を
め

ぐ
る
民
間
信
仰
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年

（
�
）
川
部
裕
幸
「
疱
瘡
絵
の
文
献
的
研
究
」『
日
本
研
究

国
際
日
本

文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
二
一
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ

ー
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
一
七
│
一
四
五
頁

（
�
）
藤
岡
摩
里
子
『
浮
世
絵
の
な
か
の
江
戸
玩
具

消
え
た
み
み
ず
く
、

だ
る
ま
が
笑
う
』
社
会
評
論
社
、
二
〇
〇
八
年

（
�
）
藤
井
裕
之
「
疱
瘡
・
麻
疹
に
み
る
病
観
│
疱
瘡
絵
と
は
し
か
絵
の

比
較
│
」『
近
畿
民
俗
』
一
四
二
・
一
四
三
号
、
近
畿
民
俗
学
会
、

一
九
九
五
年
、
一
│
一
六
頁

（
�
）
石
垣
絵
美
「
疱
瘡
絵
の
画
題
と
疱
瘡
除
け
」『
國
學
院
雑
誌
』
一
一

八
巻
七
号
、
國
學
院
大
學
、
二
〇
一
七
年
、
一
九
│
四
三
頁

（
�
）
川
村
純
一
『
病
い
の
克
服
│
日
本
痘
瘡
史
│
』
思
文
閣
出
版
、
一

九
九
九
年

あ
め
の
し
た

（
�
）「
是
の
歳
、
年
頗
る
稔
ら
ず
。
夏
よ
り
冬
に
至
る
ま
で
、
天
下
、

わ
ん
と
う
さ
う
く
に
ぶ
り

も
が
さ

や

わ
か

ひ
と
お
ほ

豌
豆
瘡
俗
に
裳
瘡
と
曰
ふ
。
を
患
む
。
夭
く
し
て
死
ぬ
る
者
多

し
。」
青
木
和
夫
、
稲
岡
耕
二
、
笹
山
晴
生
、
白
藤
禮
幸
校
注
『
続

日
本
紀
』
二
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
一
三
）
岩
波
書
店
、
一
九
九

〇
年
、
二
九
九
頁

（
�
）
富
士
川
游
著
、
松
田
道
雄
解
説
『
日
本
疾
病
史
』
平
凡
社
、
一
九

六
九
年
、
一
一
一
頁

（
	
）
前
掲
注
（
�
）、
二
八
一
頁

浮
世
絵
と
庶
民
信
仰

五
九



（

）「
屏
風
衣
桁
に
、
赤
き
衣
類
を
か
け
、
そ
の
ち
ご
に
も
、
赤
き
衣
類

を
著
せ
し
め
、
看
病
人
も
、
み
な
赤
き
衣
類
を
著
る
べ
し
、
痘
の
色

は
、
赤
き
を
好
と
す
る
故
な
る
べ
し
」
同
文
館
編
輯
局
編
『
日
本
教

育
文
庫

衛
生
及
遊
戯
篇
』
同
文
館
、
一
九
一
一
年
、
三
二
〇
頁

（

）
前
掲
注
（
�
）、
三
三
│
三
六
頁

（

）「
親
族
知
音
よ
り
お
も
ひ
�
�
に
当
世
の
錦
絵
・
干
菓
子
・
餅
・
酒

・
或
ひ
は
絹
布
・
衣
類
な
ど
我
ま
し
に
贈
り
た
る
を
痘
瘡
病
の
寝
処

の
あ
た
り
処
せ
く
ま
で
飾
か
け
て
、
其
品
の
多
を
其
家
の
面
目
と

す
。」
橋
本
伯
寿
『
国
字
断
毒
論
』（
森
嘉
兵
衛
、
谷
川
健
一
編
『
日

本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
七
巻
、
三
一
書
房
、
一
九
七
〇
年
）
一

〇
七
頁

（

）
太
田
素
子
「
近
世
農
村
社
会
に
お
け
る
子
ど
も
を
め
ぐ
る
社
交
│

甲
斐
国
山
梨
郡
下
井
尻
村
依
田
家
文
書
を
手
が
か
り
に
」『
国
立
歴

史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
五
四
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
一
九

九
三
年
、
一
六
三
│
一
九
三
頁

（

）
鈴
木
勝
忠
編
著
『
続
雑
俳
語
辞
典
』
明
治
書
院
、
一
九
八
二
年
、

四
三
七
頁

（

）
前
掲
注
（
�
）、
一
三
四
頁

（

）
今
回
調
査
対
象
と
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
以
下
の
七
つ
で
あ
る
。

立
命
館
大
学
ア
ー
ト
・
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
、
浮
世
絵
ポ
ー
タ
ル
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
〈http

://w
w
w
.dh-jac.net/db/nishikie/search_portal.

php

〉
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
六
日
閲
覧

く
も
ん
子
ど
も
浮
世
絵
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
〈https://w

w
w
.kum

on-
ukiyoe.jp/

〉
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
六
日
閲
覧

Japanese
W
oodblock

Print
Search

-
U
kiyo-e

Search

〈https
://

ukiyo-e.org/

〉
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
六
日
閲
覧

早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
、
浮
世
絵
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
〈http

://ar-
chive.w

aseda.jp/archive/subD
B
-top.htm

l?arg＝
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22item
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page%
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22view
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display-sim
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jp

〉
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
六
日
閲
覧

東
京
都
立
中
央
図
書
館
、TO

K
Y
O

ア
ー
カ
イ
ブ
浮
世
絵
〈http

://
archive.library.m

etro.tokyo.jp/da/searchD
etail?category＝
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〉
二
〇
一
七
年
一
二
月

一
六
日
閲
覧

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
館
蔵
資
料
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
〈http

://
w
w
w
.rekihaku.ac.jp/up-cgi/login.pl?p＝

param
/syuz2/db_param

〉

二
〇
一
七
年
一
二
月
一
六
日
閲
覧

内
藤
記
念
く
す
り
博
物
館
、
人
と
薬
の
あ
ゆ
み
│
ほ
う
そ
う

〈http
://w

w
w
.eisai.co.jp/m

useum
/history/b1500/0600.htm

l

〉
二

〇
一
七
年
一
二
月
一
六
日
閲
覧

（

）
前
掲
注
（
�
）

（

）
前
掲
注
（
�
）

（

）
前
掲
注
（
�
）、
一
三
六
│
一
三
七
頁

（

）
前
掲
注
（
�
）、
一
七
│
四
六
頁

（

）
前
掲
注
（
�
）、
二
六
│
三
三
頁

（

）
前
掲
注
（
�
）、
五
頁

（
こ
ば
や
し
・
か
な
こ

二
〇
一
七
年
度
本
学
卒
業
生
）

六
〇


