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清
末
に
お
け
る

概
念
の
展
開

「
街
生
」

余

新

石

野

一三一円

「
衛
生
」
の
惇
統
的
概
念
と
近
代
的
概
念

「
衛
生
」
概
念
の
嬰
動
の
始
ま
り
(
光
緒
初
年
一
八
九
四
)

-
近
代
日
本
に
お
け
る
「
衛
生
」
の
形
成
と
そ
の
中
園
に
封
す
る
初
期
の
影
響

2

西
洋
衛
生
知
識
の
流
入
と
「
衛
生
」
概
念
の
潜
在
的
饗
化

三
「
衛
生
」
概
念
の
愛
動
の
進
展
(
一
八
九
四
一
九

O
五
)

四
近
代
的
「
衛
生
」
概
念
の
確
立
(
一
九

O
五
|
一
九
一
一
)

結

語

包
白

J
W的
川
付一一

市首

仁ゴ

申
U

著

日青

日華

中
園
衛
生
史
研
究
は
近
年
注
目
を
集
め
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
で
も
な
お
蓄
積
の
少
な
い
分
野
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
数
少

な
い
研
究
成
果
も
、
近
代
以
来
の
中
固
に
お
け
る
衛
生
機
構
の
導
入
と
確
立
と
に
集
中
し
て
い
る
。
衛
生
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
は
大
愛
古
く

か
ら
存
在
し
て
い
る
が
、
近
代
と
そ
れ
以
前
に
お
い
て
は
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
研
究
者
の
注
意
を
引
き
つ
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け
や
す
か
っ
た
の
で
あ
る
。
概
し
て
言
え
ば
、
現
在
ま
で
の
関
連
す
る
研
究
は
、
主
に
以
下
の
い
く
つ
か
の
方
面
に
分
け
ら
れ
る
。

ま
ず
初
期
の
衛
生
撃
の
著
作
に
み
ら
れ
る
、
衛
生
と
い
う
言
葉
の
歴
史
的
由
来
を
た
ど
る
論
述
が
奉
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
近
代

的
衛
生
概
念
は
日
本
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
も
陳
方
之
の
研
究
は
最
も
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

彼
は
「
こ
ん
に
ち
の
い
わ
ゆ
る
衛
生
と
は
、
決
し
て
わ
が
国
の
言
葉
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
」
日
本
語
の
用
法
を
襲
用
し
た
も
の
で
あ
り
、

日
本
人
が
「
衛
生
」
を
♂
唱
巾
口
巾
の
諜
語
に
あ
て
た
の
は
全
く
安
古
性
を
快
い
て
い
る
の
で
、
近
代
衛
生
を
文
字
通
り
の
意
味
で
理
解
し
て

(
I
)
 

は
な
ら
な
い
と
注
音
却
を
促
し
た
。

次
に
奉
げ
ら
れ
る
の
は
、
新
名
詞
研
究
に
お
け
る
関
連
の
研
究
で
あ
る
。
最
も
早
い
も
の
と
し
て
は
、
彰
丈
雄
が
一
九
一
五
年
に
出
版
し
た

『
盲
人
陪
馬
之
新
名
詞
」

の
中
の
「
衛
生
」
と
い
う
一
節
が
畢
げ
ら
れ
よ
う
。
彼
は
日
本
語
に
源
を
設
す
る
新
名
詞
に
封
し
て
、

お
し
な
べ
て

巌
し
い
批
判
を
浴
び
せ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
衛
生
」
と
い
う
言
葉
に
は
非
難
を
加
え
ず
、
日
本
語
に
由
来
す
る
言
葉
か
ど
う
か
を
明

(
2
)
 

言
す
る
こ
と
も
な
く
、
「
衛
生
と
は
生
存
・
生
活
を
守
る
意
味
で
、
用
語
字
義
は
み
な
正
し
い
」
と
述
べ
る
の
み
で
あ
る
。
現
代
の
新
名
詞
研

究
で
は
自
覚
す
る
に
せ
よ
自
覚
し
な
い
に
せ
よ
、
衛
生
は
日
本
語
起
源
の
言
葉
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
中
で
も
沈
園
威
と
高

天
聡
の
著
作
は
こ
の
黙
に
つ
い
て
記
す
所
が
多
い
。
沈
園
威
は
近
代
に
お
け
る
新
語
棄
の
生
成
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
古
い
言
葉
を
借
用

し
て
、
そ
こ
に
新
た
な
意
味
を
輿
え
た
も
の
の
一
例
と
し
て
衛
生
を
取
り
上
げ
、
惇
雲
龍
の

(
3
)
 

し
た
。
近
ご
ろ
出
版
さ
れ
た
鴇
天
球
の
著
作
は
沈
園
威
と
は
ね
ら
い
が
や
や
異
な
り
、
衛
生
を
「
僑
詞
来
臨
」
の
例
と
捉
え
た
|
|
つ
ま
り
衛

『
衛
生
説
』
と
い
う
重
要
な
資
料
を
初
め
て
紹
介

生
と
い
う
語
は
近
代
に
日
本
で
借
用
さ
れ
、
新
た
な
意
味
を
輿
え
ら
れ
て
中
園
に
里
帰
り
し
て
き
た
と
考
え
た
ー
ー
と
い
う
黙
に
特
色
が
あ
る

(
4
)
 

が
、
そ
れ
を
除
け
ば
、
資
料
の
面
で
も
論
旨
に
お
い
て
も
、
特
段
目
新
し
い
と
こ
ろ
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

最
後
に
、
近
年
の
衛
生
史
研
究
で
の
考
察
が
奉
げ
ら
れ
る
。
劉
士
、
水
は
比
較
的
に
早
く
か
ら
こ
の
間
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
が
、

日
本
の

561 

近
代
殴
直
子
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
影
響
を
論
じ
る
中
で
、
彼
は
明
治
七
年
ご
八
七
四
)
ご
ろ
に
長
輿
専
蔚
が
衛
生
と
い
う
言
葉
を
旦
唱
巾
日
の

(
5
)
 

諜
語
に
あ
て
た
と
い
う
史
賓
に
言
及
し
て
い
る
。
雷
鮮
麟
は
民
園
時
期
の
祉
舎
に
お
け
る
「
衛
生
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
と
衛
生
認
識
の
複
雑
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性
を
論
じ
、
首
時
の
中
園
に
は
首
局
が
標
準
と
す
る
衛
生
概
念
と
規
範
が
存
在
し
た
だ
け
で
な
く
、
「
治
心
」
の
よ
う
な
個
人
の
心
身
の
調
節

(
6
)
 

を
強
調
す
る
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
数
多
く
の
異
な
る
衛
生
認
識
が
同
時
に
存
在
し
た
と
す
る
。
以
上
の
よ
う
な
研
究
は
衛
生
概
念
の

饗
遷
に
つ
い
て
専
門
に
議
論
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、

ル
l
ス
・
ロ
ガ
ス
キ
の
近
著
は
こ
の
問
題
を
扱
っ
た
専
論

で
あ
り
、
最
も
的
を
射
て
お
り
、
問
題
を
鈴
す
と
こ
ろ
無
く
捉
え
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
彼
女
は
天
津
の
近
代
衛
生
機
構
の
創
設
を
描

き
出
す
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
て
い
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
語
句
の
饗
容
を
手
が
か
り
に
衛
生
観
念
と
行
馬
の
愛
動
を
考
察
す
る
こ
と
に
も
、

大
壁
注
意
を
捕
っ
て
い
る
。
彼
女
の
論
旨
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

一
九
世
紀
末
期
以
前
に
は
、
中
圃
語
に
は
衛
生
に
関
わ
る
多

く
の
概
念
を
ひ
と
つ
に
結
び
つ
け
る
よ
う
な
特
別
な
術
語
は
存
在
せ
ず
、
帝
国
主
義
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
日
本
の
健
康
衛
生
観
念
の
惇
来
が
現

(
7
)
 

代
の
衛
生
と
い
う
術
語
の
成
立
を
導
い
た
。
そ
し
て
一
九
世
紀
末
期
に
な
る
と
、
新
し
い
意
味
で
の
衛
生
は
す
で
に
中
園
に
出
現
し
て
い
た
。

こ
の
研
究
は
、
中
園
近
代
に
お
け
る
「
衛
生
」
概
念
形
成
の
背
後
に
は
賓
は
大
壁
複
雑
な
関
連
語
棄
の
来
源
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
、

大
壁
見
識
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
園
人
の
手
に
な
る
大
量
の
漢
文
文
献
を
充
分
に
は
把
握
し
き
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
欧
米
の
論

著
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
「
衛
生
」
の
新
た
な
意
味
を
外
側
か
ら
眺
め
る
に
と
ど
ま
り
、
中
国
語
そ
の
も
の
に
立
脚
し
て
「
衛
生
」
概
念
の

費
動
が
た
ど
っ
た
軌
跡
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
先
行
研
究
か
ら
わ
か
る
事
賓
は
、
次
の
二
貼
に
要
約
さ
れ
る
。
第
一
に
、
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
近
代
的
な
意
味
で
の
「
衛
生
」

と
い
う
言
葉
は
ま
ず
明
治
初
頭
の
日
本
に
現
れ
た
。
第
二
に
、
遅
く
と
も
清
朝
の
最
末
期
ま
で
に
は
、
中
国
語
に
お
け
る
「
衛
生
」
は
肢
に
日

本
語
の
「
衛
生
」
と
合
流
し
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
「
衛
生
」
と
い
う
中
園
語
の
清
末
に
お
け
る
饗
化
と
は
、
日
本
語
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
た

「
衛
生
」
の
語
が
、
も
と
も
と
存
在
し
た
「
衛
生
」
の
語
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
の
か
。
も
し
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
具
瞳

的
な
過
程
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
本
稿
で
は
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
可
能
な
か
ぎ
り
幅
庚
く
開
通
一
文
献
を

整
理
す
る
こ
と
を
通
し
て
こ
の
過
程
を
描
き
出
す
と
と
も
に
、
こ
の
考
察
を
通
じ
て
中
固
に
お
け
る
近
代
化
の
複
雑
な
様
相
の
一
端
を
か
い
ま

見
る
こ
と
に
し
た
い
。
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「
衛
生
」

の
惇
統
的
概
念
と
近
代
的
概
念

「
衛
生
」
は
現
代
生
活
と
密
接
に
か
か
わ
る
常
用
語
で
あ
る
と
と
も
に
、
か
な
り
昔
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
語
句
で
も
あ
り
、
先
秦
時
代
の
典

(
日
)

籍
で
あ
る
「
荘
子
」
に
は
玩
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
最
新
版
の
「
漢
語
大
詞
典
』
は
、
衛
生
と
い
う
言
葉
に
は
「
①
養
生
、
つ
ま
り
生
命
を
保

(
9
)
 

護
す
る
こ
と
。
②
生
存
し
よ
う
と
圃
る
。
③
人
民
の
生
命
を
守
る
。
④
病
気
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
、
健
康
に
有
益
で
あ
る
。
」
と
い
う
四
つ
の

意
味
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
解
稗
は
、
「
衛
生
」
と
い
う
言
葉
が
昔
か
ら
今
に
至
る
ま
で
包
含
し
て
き
た
音
、
山
味
を

一
般
的
に
理
解
す
る
に
は
十
分
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
語
句
を
用
い
る
場
面
や
丈
服
、
ま
た
過
去
と
現
在
と
に
お
け
る
こ
の
言
葉
の
用
法
や

意
味
な
ど
の
遣
い
を
見
極
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
、

で
き
る
限
り
具
瞳
的
な
文
脈
の
中
か
ら
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と

に
し
ょ
、
っ
。

近
代
以
前
に
も
「
衛
生
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
常
用
語
で
あ
っ
た
と
は
到
底
言
い
難
い
。
『
四
庫
全
童
日
」

の
ア

タ
ベ

l
ス
を
検
索
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
衛
生
と
い
う
語
は
合
計
で
六
五
七
回
あ
ら
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
意
味
の
近
い
言
葉
で
あ
る
「
養
生
」
の

ほ
ぼ
十
分
の
一
で
し
か
な
い
。
し
か
も
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
用
例
を
調
べ
て
み
る
と
、
そ
の
う
ち
の
四
割
ほ
ど
が
、
賓
は
「
衛
生
」
と
い
う
語

(
日
)

句
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
は
み
な
せ
ず
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
も
こ
の
言
葉
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
醤
書
や
個
人
の
文
集
の
中
に
お
い
て
で
あ

り
、
し
か
も
そ
の
牛
分
近
く
が
『
衛
生
家
賓
方
」
の
よ
う
な
書
名
の
一
部
と
し
て
現
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

十
五
史
の
ア

タ
ベ

ス
を
検
索
し
て
み
る
と
、
「
衛
生
」
は
一
四
回
あ
ら
わ
れ
、
う
ち
四
回
は
貰
際
に
は
「
衛
生
」
と
は
闘
係
が
無
く
、
の
こ
り
の
一

O
回
の
う
ち

(
日
)

七
回
は
書
名
に
使
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
回
大
小
説
、
三
言
二
拍
な
ど
を
含
む
二

O
篇
近
い
明
清
小
説
を
検
索
し
て
み
る
と
、
「
衛
生
」
と
い

う
言
葉
は
ど
こ
に
も
使
わ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

「
衛
生
」
は
丈
字
ど
お
り
解
轄
す
れ
ば
、
「
生
命
を
衛
る
」
こ
と
で
あ
る
が
、
概
念
の
外
延
は
甚
だ
虞
範
に
わ
た
り
、

お
よ
そ
生
命
を
守
り

563 

身
躍
が
傷
つ
く
こ
と
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
行
矯
、
例
え
ば
養
生
し
て
醤
者
に
か
か
る
、
災
害
を
防
ぐ
、
暴
動
を
鎮
め
る
、
な
ど
と
い
っ
た
行
矯

十
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564 

は
い
ず
れ
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
古
典
に
も
、
時
と
し
て
衛
生
と
い
う
言
葉
を
次
の
よ
う
に
比
較
的
賢
い
意
味
で
使
用
し
て
い
る

例
が
見
受
け
ら
れ
る
。

陳
平
が
ひ
そ
か
に
漢
王
に
由
開
眼
し
て
災
耐
を
克
れ
、
臨
機
磨
饗
に
封
摩
す
る
こ
と
で
苦
境
を
乗
り
越
え
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

(ロ)

を
街
り
(
衡
生
)
災
い
か
ら
逃
れ
る
た
め
で
あ
っ
て
、
栄
誉
の
た
め
で
は
な
い
。

み
な
生
命

し
か
し
全
睦
的
に
み
て
、
こ
の
言
葉
は
や
は
り
身
瞳
の
健
康
と
閲
わ
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
中
で
も
最
も
典
型
的
な
の
が
先

程
引
用
し
た

宇
佐
?
十
J
』

の
「
衛
生
之
経
」
と
い
う
用
法
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
養
生
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
ほ
か
、
衛
生
は
醤
皐
書
の
書
名
に

比
較
的
多
く
あ
ら
わ
れ
、
中
に
は
、
『
孫
思
逝
衛
生
歌
』

の
よ
う
に
養
生
を
専
門
に
論
じ
た
著
作
に
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
『
衛
生
賓
鑑
』

『
衛
生
易
簡
方
』
「
衛
生
鴻
賓
』
と
い
っ
た
普
通
の
醤
皐
書
の
書
名
に
使
わ
れ
る
こ
と
の
方
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
書
物
の
序
文
や
目
次
を
見
て

み
る
と
、
必
ず
し
も
養
生
に
の
み
闘
心
を
梯
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
多
く
は
内
科
、
外
科
、
眼
科
、
喉
科
を
は
じ
め
と
す
る
各
科
の
疾
病
を

治
療
す
る
こ
と
に
ね
ら
い
が
あ
り
、
基
本
的
に
一
般
的
な
醤
方
書
と
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
古
人
の

概
念
の
中
で
は
「
衛
生
」
が
意
味
の
上
で
「
殴
首
」
と
そ
れ
な
り
に
通
じ
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
貼
は
、
以
下
の
よ
う
な
表
現
か
ら

よ
り
は
っ
き
り
と
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
日
)

殴
酉
の
政
令
を
掌
る
こ
と
で
民
の
生
命
を
衛
っ
た
(
街
民
之
生
)

0

(日比)

ゆ
え
に
天
下
に
は
醤
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

睦
酉
民
子
は
三
皇
に
始
ま
る
。
周
に
な
る
と
六
官
に
醤
師
を
設
け
、

醤
は
人
の
生
命
を
衡
る
(
衛
人
之
生
)
こ
と
が
で
き
る
。

殴
酉
が
「
衛
人
之
生
」
の
術
で
あ
る
か
ら
に
は
、
殴
酋
術
を
「
衛
生
術
」
と
呼
ぶ
の
は
首
然
な
が
ら
何
の
不
都
合
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
「
衛
生
」

は
養
生
を
指
す
だ
け
で
な
く
、
「
思
う
に
、
人
が
た
い
へ
ん
重
ん
じ
る
も
の
は
生
命
で
あ
り
、
生
命
を
衛
る
(
衛
生
)
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
極

(
日
)

め
て
重
要
な
も
の
は
薬
で
あ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
時
に
は
醤
療
を
も
指
し
た
。
し
か
し
、
賓
際
の
用
例
を
み
て
み
る
と
、
衛
生
と
い
う
言
葉

は
生
命
の
養
護
と
醤
療
と
い
う
一
一
つ
の
意
味
を
同
時
に
含
む
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
で
、
例
え
ば
次
の
例
で
は
、
衛
生
は
「
醤
療
」
の
意

味
を
含
ん
で
お
ら
ず
、

さ
ら
に
は
、
醤
療
と
封
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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伏
し
て
思
う
に
、
私
の
妻
で
あ
る
宜
人
沈
氏
は
最
近
衛
生
の
理
に
背
く
こ
と
が
あ
り
、
七
男
を
身
龍
も
っ
た
ま
ま
病
に
擢
っ
て
し
ま
っ
た
。

(
日
)

い
ず
れ
も
薬
石
の
き
き
め
は
な
か
っ
た
。

亙
殴
酉
が
相
次
い
で
や
っ
て
き
た
が
、

以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
衛
生
は
文
字
の
上
で
は
幅
麿
い
事
象
を
指
し
示
す
こ
と
が
で
き
る
一
言
葉
で
あ
る
が
、
賓
際
に
は
お
よ
そ
身
瞳
の

健
康
と
か
か
わ
る
丈
服
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
大
字
で
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
「
生
命
」
に
封
す
る
養
護
と
醤
療
で
あ
る
。
様
々
な
賦
況

下
に
お
い
て
こ
こ
の
「
生
命
」
を
「
身
睦
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
惇
統
的
な
衛
生
が
人
聞
の

物
質
的
な
身
瞳
の
養
護
と
醤
療
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
身
瞳
に
附
随
す
る
が
身
瞳
と
は
匝
別
さ
れ
る
精
神
と
気
(
い
わ
ゆ
る
「
養
心
」
「
養

気
」
な
ど
)
に
封
す
る
保
護
を
含
む
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
様
々
な
文
脈
の
中
で
、
衛
生
は
「
養
」
を
指
す
こ
と
も
で
き
れ
ば
、

ま
た
「
殴
首
」
を
指
す
こ
と
も
で
き
る
が
、
ど
う
や
ら
同
一
の
場
面
で
同
時
に
雨
方
の
意
味
を
指
す
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
「
養
護
」
の
意
味
を
指
し
示
す
場
合
が
多
い
。
よ
っ
て
、
惇
統
に
お
い
て
は
衛
生
は
「
養
生
」
と
か
な
り
一
致
す
る
語
句
で
あ

る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
さ
ら
に
康
範
に
わ
た
り
、
か
な
り
の
包
容
性
と
能
動
性
を
も
備
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
で
近
代
的
な
意
味
で
の
衛
生
概
念
に
つ
い
て
は
民
国
初
期
に
出
版
さ
れ
た

『
辞
源
』
に
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
解
説
が
あ
る
。

衛
生

『
荘
子
」
に
「
南
柴
越
日
く
、
願
わ
く
ば
衛
生
之
経
を
聞
か
ん
の
み
。
」
と
あ
り
、
謝
霊
運
の
詩
に
「
衛
生
白
有
経
。
」
と
あ
る
。

衛
生
息
ナ
の
項
目
を
参
照
。

衛
生
息
ナ

人
類
の
生
理
機
能
を
研
究
し
、
身
躍
の
健
康
を
増
進
さ
せ
る
方
法
を
圃
る
も
の
。
生
理
撃
と
醤
随
一
子
を
縦
糸
と

国〕『
m
H
巾ロ
Hの印

し
、
物
理
撃
、
化
民
子
、
細
菌
向
晶
子
を
横
糸
と
し
て
、
利
益
を
追
求
し
災
い
を
避
け
る
方
法
を
深
く
研
究
す
る
。
そ
の
範
圃
は
個
人
衛
生
、
公

(
口
)

衆
衛
生
の
二
種
類
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
三
日
ノ
衛
生
息
T

と
は
、
近
代
的
衛
生
概
念
に
つ
い
て
の
解
説
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
解
説
や
民
園
期
の
著
名
な
醤
皐
者
か
つ
衡

(
刊
日
)

生
向
学
者
で
あ
る
陳
方
之
に
よ
る
専
門
家
の
観
酷
か
ら
の
解
説
、
お
よ
び
現
代
中
国
語
の
日
常
的
用
法
か
ら
考
え
る
と
、
近
代
の
「
衛
生
」
概
念

565 

の
特
徴
や
そ
の
惇
統
的
な
用
法
と
の
差
異
を
以
下
の
数
賄
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
近
代
の
「
衛
生
」
は
身
躍
の
健
康
と
関
わ
る
丈
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566 

脈
に
限
っ
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
疫
病
で
は
な
く
健
康
に
重
貼
が
置
か
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
狭
義
の
「
衛
生
」
概
念
か
ら
「
醤
療
」
と

い
う
合
意
は
駆
逐
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
一
方
で
衛
生
行
政
が
醤
療
行
政
の
管
理
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
貴
義
に
は
殴
酋
療
も
な
お
「
衛
生
」

と
い
う
言
葉
の
中
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
た
だ
醤
療
そ
の
も
の
で
は
な
く
醤
療
活
動
を
管
理
す
る
行
篇
を
指
す
に
過
、
ぎ
な
い
。
よ
っ
て
、

殴
酉
療
と
な
お
相
互
に
関
係
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
惇
統
的
な
「
衛
生
」
の
よ
う
に
醤
療
と
の
境
界
が
暖
昧
な
も
の
で
は
な
く
明
確
に
匝
別
さ

れ
る
。
次
に
、
衛
生
は
す
で
に
個
人
が
静
心
や
節
欲
と
い
っ
た
方
法
を
通
じ
て
身
瞳
を
守
る
個
人
の
保
養
行
馬
に
と
ど
ま
ら
ず
、
近
代
の
賓
験

科
事
を
基
礎
と
す
る
、

よ
り
健
康
に
遁
し
た
生
活
方
式
と
環
境
を
追
求
す
る
専
門
的
な
皐
問
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
衛
生
も
最
早
車
な
る
個
人

の
私
事
で
は
な
く
、
枇
舎
な
い
し
は
民
族
園
家
に
闘
わ
る
公
共
事
業
と
な
り
、
一
吐
舎
と
園
家
の
力
を
借
り
て
行
う
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
。
最

後
に
、
惇
統
的
な
衛
生
に
お
け
る
生
命
の
養
護
と
は
異
な
り
、
近
代
の
衛
生
は
、
科
挙
知
識
と
枇
舎
と
園
家
の
力
を
利
用
し
な
が
ら
、
外
在
す

る
生
存
環
境
を
改
善
し
人
聞
の
健
康
に
釘
す
る
欲
求
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
を
極
め
て
能
動
的
に
主
張
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
惇
統
的
な
「
衛

生
」
と
比
べ
て
近
代
の
衛
生
概
念
は
よ
り
外
向
性
、
能
動
性
、
一
吐
舎
性
、
そ
し
て
科
挙
牲
を
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
近
代
衛
生
が
、

外
在
す
る
環
境
の
健
康
に
封
す
る
重
要
性
を
強
調
し
た
こ
と
か
ら
、
清
潔
と
健
康
の
関
係
は
も
っ
と
も
容
易
に
理
解
さ
れ
る
所
で
あ
っ
た
。
ゆ

え
に
、
衛
生
と
清
潔
の
密
接
な
閥
係
も
ご
く
自
然
に
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
概
念
の
使
用
の
面
で
は
「
衛
生
」
は
も
は
や
動
詞

「
衛
」
と
目
的
語
「
生
」
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
名
詞
で
は
な
く
な
り
、
「
疾
病
を
防
ぎ
、
健
康
に
金
あ
る
」
朕
況
を
あ
ら
わ
す
抽
象
名
詞

(
「
議
衛
生
」
「
注
意
衛
生
」
)
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
同
じ
よ
う
な
特
徴
を
示
す
形
容
詞
(
「
不
衛
生
」
「
衛
生
習
慣
」
)
と
し
て
も
用
い
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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「
衛
生
」
概
念
の
嬰
動
の
始
ま
り
(
光
緒
初
年
一
八
九
四
年
)

1 

近
代
日
本
に
お
け
る
「
衛
生
」
の
形
成
と
そ
の
中
園
に
封
す
る
初
期
の
影
響

近
代
的
な
音
山
昧
の
「
衛
生
」
が
ま
ず
日
本
に
出
現
し
た
こ
と
は
、
全
く
疑
問
の
品
跡
地
の
な
い
事
賓
で
あ
る
。
こ
の
賄
に
つ
い
て
は
、

日
本
に

お
け
る
近
代
以
来
の
数
多
く
の
論
著
は
、
そ
の
功
績
を
明
治
期
日
本
の
衛
生
事
業
の
創
始
者
で
あ
る
長
輿
専
粛
に
掃
す
と
い
う
貼
で
い
ず
れ
も

(
日
)

一
致
し
た
見
解
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
長
奥
の
『
松
香
私
志
』
に
よ
り
具
躍
的
な
説
明
が
み
ら
れ
る
。
彼
は
明
治
政
府
の
官

僚
と
し
て
、
明
治
四
年
(
一
八
七
一
)
か
ら
六
年
ま
で
の
岩
倉
具
覗
使
節
圏
の
欧
米
相
察
に
随
行
し
た
。
そ
の
覗
察
の
過
程
で
彼
の
関
心
と
興

味
を
特
に
引
き
つ
け
た
の
が
、
欧
米
特
に
ド
イ
ツ
の
衛
生
制
度
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
国
民
一
般
の
健
康
保
護
に
責
任
を
負
う
」
こ
の
全
く
新
し

い
事
業
の
重
要
性
を
認
識
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
組
察
か
ら
蹄
固
し
た
後
、
彼
は
明
治
六
年
(
一
八
七
三
)
に
文
部
省
醤
務
局
局
長
に
就
任
、

翌
年
に
は
警
務
局
は
丈
部
省
か
ら
内
務
省
に
移
管
さ
れ
た
。
長
奥
は
こ
の
醤
務
局
と
い
う
名
稀
が
貰
際
の
機
能
と
か
な
ら
ず
し
も
一
致
し
な
い

と
感
じ
て
、
改
名
し
よ
う
と
考
え
た
。
こ
の
時
彼
は
折
し
も
醤
師
制
度
を
策
定
し
て
い
る
最
中
で
、
あ
る
日
回
以
「
ぬ

5
5
と
い
う
車
語
を
翻
講

し
よ
う
と
し
た
際
、
た
ま
た
ま
『
荘
子
」
中
に
「
衛
生
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
こ
と
を
思
い
出
し
、
意
味
が
比
較
的
、
近
い
う
え
見
た
目
に
も
格

調
高
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
部
局
の
名
前
と
す
る
こ
と
に
決
め
た
。
衛
生
局
の
名
は
こ
の
よ
う
に
し
て
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、

(
却
)

時
が
一
経
つ
に
つ
れ
衛
生
は
日
本
で
は
康
範
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
通
用
語
と
な
り
、
近
代
衛
生
事
業
も
著
し
い
進
歩
を
遂
げ
た
。
こ
の
過
程
に
お

い
て
、
衛
生
と
い
う
言
葉
の
概
念
が
嬰
化
し
た
の
は
一
三
一
口
、
つ
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
更
に
重
要
な
の
は
国
家
お
よ
び
枇
舎
全
馳
胞
の
衛
生
行
矯
と

制
度
に
も
愛
化
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
衛
生
と
健
康
の
問
題
は
す
で
に
個
人
の
生
理
機
能
に
か
か
わ
る
私
事
か
ら
、
政
府
の
施

(
社
)

政
に
お
け
る
重
要
な
事
業
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

567 

し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
た
だ
ち
に
中
圃
枇
舎
に
影
響
を
輿
え
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
光
緒
以
前
に
は
、
中
圃
枇
舎
の
日
本
理
解
は
わ
ず
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568 

か
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
が
、
光
緒
初
年
以
降
に
は
、
次
第
に
官
僚
や
文
人
が
日
本
に
来
る
よ
う
に
な
り
、
東
遊
日
記
の
よ
う
な
書
物
が
い

(ロ)

日
本
の
家
屋
が
清
潔
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
者
は
い
た
よ
う
だ
が
、
こ
こ

く
つ
か
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
旗
行
記
を
見
る
と
、

か
ら
日
本
の
近
代
衛
生
事
業
の
存
在
に
ま
で
関
心
を
抱
い
た
者
は
誰
も
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
中
園
人
が
近
代
的
衛
生
制
度
を
含
む
明
治
新

政
の
内
容
を
全
く
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
光
緒
三
年
(
一
八
七
七
)
駐
英
公
使
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
郭
嵩
烹
は
時
の
駐
英
日
本
国
公

使
上
野
景
範
か
ら
「
官
員
名
鑑
』
を
手
に
入
れ
た
。
郭
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
日
記
の
中
で
日
本
の
政
府
機
構
の
設
置
情
況
を
か
な
り
詳
細
に

(
お
)

列
翠
し
て
お
り
、
内
務
省
を
紹
介
す
る
際
に
、
「
内
務
省
に
所
属
す
る
局
は
一
六
で
あ
り
、
:
:
:
一

O
番
目
は
衛
生
局
で
あ
る
」
と
言
及
し
て

い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
記
述
で
は
、
衛
生
局
は
数
多
く
の
行
政
機
構
の
ひ
と
つ
で
し
か
な
く
、
そ
れ
以
後
の
日
記
を
見
る
限
り
、
彼
は
こ
の
機

構
に
封
し
て
特
別
な
闘
心
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
上
、
こ
の
部
分
の
日
記
は
首
時
ま
っ
た
く
出
版
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の

で
、
こ
の
記
述
が
昔
時
の
中
園
枇
舎
に
何
ら
か
の
影
響
を
輿
え
た
と
は
言
い
難
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
黄
遵
憲
は

『
日
本
圃
志
』

の
中
で
一
歩
踏
み
込
ん
だ
記
録
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
書
は
彼
が
駐
日
参
事
官
で
あ
っ
た
と
き
に
著
し

た
も
の
で
、
光
緒
八
年
(
一
八
八
二
)
に
草
稿
が
作
ら
れ
、

(
討
)

一
一
一
年
(
一
八
九
五
)
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
内
務
省
の
「
衛
生
局
」
と
地
方
警
察
制
度
の
衛
生
に
か
か
わ
る
機
能
に
つ
い
て
以

一
三
年
(
一
八
八
七
)
に
は
完
成
し
た
。
た
だ
し
、
正
式
に
出
版
さ
れ
る
の
は
光
緒

下
の
よ
う
な
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。

衛
生
局
は
大
書
記
官
を
局
長
と
し
、
そ
の
職
掌
は
人
民
を
保
護
し
て
疾
病
を
無
く
す
こ
と
に
あ
る
。
お
よ
そ
街
路
を
清
掃
し
た
り
、
暗
渠

を
さ
ら
っ
た
り
、
井
戸
や
蓋
所
な
ど
を
清
潔
に
し
た
り
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

み
な
府
牒
の
官
員
お
よ
び
警
察
官
に
命
令
し
て
、
地
方

の
民
衆
に
不
潔
な
も
の
を
清
掃
さ
せ
て
、
疾
病
を
防
ぐ
。
昌
師
は
必
ず
試
験
を
受
け
ね
ば
な
ら
ず
、
克
許
が
交
付
さ
れ
て
は
じ
め
て
開
業

が
許
可
さ
れ
る
。
大
都
市
で
は
、
必
ず
病
院
を
設
け
て
病
人
を
牧
容
し
て
療
養
さ
せ
、
院
長
は
そ
の
病
状
を
定
期
的
に
調
査
し
て
衛
生
局

に
報
告
す
る
。
醤
薬
品
を
販
買
す
る
者
は
、
必
ず
化
皐
検
査
を
行
い
人
瞳
に
有
害
で
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
か
ら
護
責
を
許
可
す
る
。
人

(
お
)

聞
や
家
畜
が
流
行
病
に
感
染
し
た
場
合
は
、
必
ず
地
方
の
警
察
所
か
ら
衛
生
局
に
速
や
か
に
電
報
し
、
珠
防
の
手
だ
て
を
講
じ
る
。
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ま
た
、
警
察
の
職
掌
に
言
及
し
て
、
こ
れ
を
「
一
去
害
、

(
お
)

二
衛
生
、
三
検
非
達
、
四
索
罪
犯
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
う
い
っ
た
解
説
は
、
す
で
に
衛
生
の
名
の
も
と
に
、
近
代
的
衛
生
、
と
く
に
国
家
に
よ
る
衛
生
制
度
の
基
本
的
な
内
容
を
お
お
よ
そ
含
ん

で
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
限
ら
れ
た
量
の
記
述
で
は

『
日
本
圃
志
」
と
い
う
浩
翰
な
書
物
の
中
に
埋
浸
し
て
し
ま
っ
て
、

請
者
の
注
意
を
引
き
つ
け
る
こ
と
は
は
な
は
だ
難
し
く
、
そ
も
そ
も
作
者
は
こ
の
部
分
に
重
酷
を
置
い
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
『
日
本
圃
志
』

の
出
版
は
や
や
遅
か
っ
た
の
で
、
彼
の
こ
の
紹
介
が
日
清
戦
争
以
前
に
中
園
に
輿
え
た
影
響
は
ご

く
わ
ず
か
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

光
緒
二
三
年
(
一
八
八
七
)
に
は
停
雲
龍
が
日
本
覗
察
に
祇
遣
さ
れ
、
そ
の
年
の
一

O
月
二
九
日
に
内
務
省
衛
生
局
を
訪
問
し
た
。
首
時
局

長
で
あ
っ
た
長
輿
専
粛
は
衛
生
局
の
名
稽
が
賓
際
に
か
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
、
雲
龍
に
「
衛
生
と
い
う
名
稽
は
合
っ
て

い
る
の
か
ど
う
か
」
再
三
問
い
か
け
た
。
そ
こ
で
、
雲
龍
は

『
衛
生
説
」
を
著
し
、
古
典
を
引
用
し
な
が
ら
長
輿
へ
の
支
持
を
表
明
し
た
。

衛
と
暑
と
は
ど
ち
ら
も
生
命
を
全
う
す
る
方
法
だ
が
意
味
は
同
じ
で
は
な
い
。
醤
は
常
に
病
を
得
た
後
に
施
さ
れ
る
の
に
封
し
て
、
衛
は

病
を
得
る
前
に
講
じ
ら
れ
る
。
:
:
:
「
説
丈
解
字
」
に
よ
れ
ば
、
衡
と
は
宿
衛
で
あ
り
、
幸
と
市
に
従
い
、
行
に
従
う
。
行
と
は
守
る
こ

と
で
あ
り
、
市
は
周
の
意
味
で
あ
る
と
い
う
。
『
史
記
」
で
は
衡
令
を
周
麗
と
い
う
が
、
そ
れ
は
こ
の
こ
と
に
撮
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
衛
生
と
い
う
語
は
内
を
ま
も
る
意
味
が
あ
り
、
外
を
防
衛
す
る
意
味
が
あ
る
。
生
命
に
よ
い
も
の
が
と
き
に
外
に
逃
げ
た
り
、
ま
た
生

ム
叩
を
害
す
る
も
の
が
隙
に
つ
け
込
ん
で
中
に
入
っ
た
り
し
な
い
よ
う
に
す
る
。
汚
れ
は
清
潔
の
仇
で
あ
り
、
汚
れ
を
取
り
除
く
こ
と
は
す

な
わ
ち
清
潔
を
守
る
こ
と
で
あ
る
。
贋
は
員
の
敵
で
あ
り
、
贋
を
排
別
す
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
員
を
ま
も
る
こ
と
で
あ
る
。
過
ぎ
た
る
も

及
ば
ざ
る
も
中
〔
庸
〕
に
封
す
る
弊
で
あ
る
。
過
ぎ
た
る
を
退
け
、
及
、
ば
ざ
る
を
進
め
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
中
〔
庸
〕
を
守
る
こ
と
で

あ
る
o

〔
清
〕
潔
、
異
〔
賓
〕
、
中
〔
庸
〕
は
み
な
生
命
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
。
「
殴
首
」
だ
け
で
言
い
蓋
く
せ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る

い
は
何
故
「
養
」
と
言
わ
な
い
の
か
と
疑
問
を
持
っ
か
も
し
れ
な
い
。
「
養
」
は
言
い
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
心
と
試
を
用
い
れ
ば
「
養
」

569 

と
い
い
、
自
然
の
遁
理
で
あ
る
。
力
や
物
質
を
使
え
ば
「
衛
」
と
い
い
、
人
馬
的
な
努
力
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
人
矯
的
な
努
力
は
、
白

十
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570 

然
の
遁
理
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
皐
聞
の
術
語
と
し
て
は
聾
高
に
「
養
」
と
い
う
必
要
は
な
い
。
「
衛
生
」
と
命
名
す
る
の
を
、

(
幻
)

だ
れ
が
不
適
嘗
だ
と
言
、
つ
だ
ろ
う
か
。

管
見
の
限
り
、
こ
れ
は
、
中
園
の
知
識
人
が
専
ら
近
代
的
な
意
味
で
の
「
衛
生
」
に
つ
い
て
議
論
し
た
初
め
て
の
例
で
あ
る
。
沈
園
威
に
よ

れ
ば
、
停
雲
龍
は
「
衛
生
と
命
名
す
る
の
を
、
だ
れ
が
不
適
首
だ
と
言
、
つ
だ
ろ
う
か
」
と
太
鼓
判
を
押
し
た
が
、
こ
れ
は
同
時
に
惇
雲
龍
自
身

が
西
洋
の
新
概
念
を
獲
得
し
た
「
衛
生
」
と
い
う
語
を
受
け
入
れ
た
過
程
と
も
三
早
え
る
、
と
い
う
。
し
か
し
、
沈
は
ま
た
「
衛
生
は
中
、
潔
、

(
お
)

量
一
等
の
生
命
の
基
本
を
獲
る
云
々
の
意
味
推
論
、
演
鐸
は
牽
強
附
舎
の
感
を
克
れ
な
い
」
と
も
許
し
て
い
る
。
停
雲
龍
が
首
時
こ
の
よ
う
な
解

説
を
し
た
の
は
、
本
心
か
ら
そ
う
感
じ
て
い
た
か
ら
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
長
輿
の
善
良
な
期
待
に
答
え
る
た
め
に
行
っ
た
の
か
は
、
に
わ
か

に
結
論
づ
け
が
た
い
の
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
じ
つ
け
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
惇
統
か
ら
近
代
に
か
け
て

「
衛
生
」
が
語
義
の
上
で
繋
が
っ
て
い
た
貼
を
み
つ
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
そ
し
て
古
典
の
中
か
ら
根
振
を
み
つ
け
る
こ
と
も
容
易
で
あ

っ
た
事
賓
を
こ
の
解
説
は
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
停
雲
龍
が
衛
生
局
を
見
撃
し
て
い
る
あ
い
だ
に
、
長
奥
は
き
っ
と
彼
に

昔
時
の
日
本
の
衛
生
お
よ
び
衛
生
局
に
関
係
す
る
様
々
な
知
識
を
紹
介
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
か
ら
日
本
の
近
代
衛
生
概
念
と
衛
生
制
度

が
中
国
の
使
節
に
輿
え
た
確
か
な
影
響
を
は
っ
き
り
と
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
は
い
え
、
博
雲
龍
が
光
緒
一
五
年
(
一
八
八
九
)
に
線

理
街
門
に
提
出
し
た
こ
の
著
作
は
す
ぐ
に
公
刊
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
賓
同
学
粛
に
よ
っ
て
全
書
が
公
刊
さ
れ
た
の
は
一
一

O
世
紀
に
入
っ
て
か

(
却
)

ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
首
時
の
中
国
社
舎
へ
の
影
響
力
に
つ
い
て
高
い
評
債
を
輿
え
る
こ
と
は
難
し
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
日
本
は
明
治
の
初
年
に
い
ち
は
や
く
岡
高
H

巾
ロ
巾
に
封
麿
す
る
「
衛
生
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
国
家
の
衛
生
制
度
を
創
設
し
、
光
緒
初
年
以
降
に
こ
の
こ
と
が
中
国
の
一
部
の
知
識
人
や
官
僚
に
大
な
り
小
な
り
影
響
を
輿
え
る
よ
う
に
な

っ
た
も
の
の
、
中
国
枇
舎
全
瞳
に
閲
し
て
言
え
ば
、
そ
の
影
響
は
ま
だ
微
々
た
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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2 

西
洋
衛
生
知
識
の
流
入
と
「
衛
生
」
概
念
の
潜
在
的
建
化

日
本
と
は
異
な
り
、
中
園
に
は
長
輿
専
粛
の
よ
う
に
積
極
的
・
主
樫
的
な
態
度
で
西
洋
の
衛
生
観
念
と
制
度
に
注
目
し
、
吸
牧
し
よ
う
と
し

た
人
物
は
現
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
か
な
り
の
あ
い
だ
日
本
の
こ
う
し
た
努
力
が
は
っ
き
り
と
し
た
有
数
な
影
響
を
中
国
社
舎
に
輿
え
る

こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
光
緒
初
年
以
降
、
欧
米
の
近
代
衛
生
観
念
と
知
識
が
絶
え
間
な
く
中
園
に
入
っ
て
く

る
の
に
伴
い
、
「
衛
生
」
と
い
う
中
国
語
も
ひ
そ
か
に
壁
化
し
は
じ
め
て
い
た
。

衛
生
は
近
代
で
最
初
の
華
英
字
典
で
あ
る
『
五
車
前
府
』
の
中
に
昔
か
ら
あ
っ
た
語
句
と
し
て
玩
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、

J
c
z
r
2
5
0
H

(
初
)

C

口
巾
〆
宮
山

-
p
g門

Z
H
F
3
と
課
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
ひ
と
ま
ず
衛
生
と
い
う
言
葉
の
字
面
か
ら
語
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
同
治
末
年

。
」
什
川
Z
T
J
旬
、
ご

1
レ
，
-

1u
工
I
4
1
ふ
に
ふ
4
J
/

『
漢
英
前
府
』
に
も
「
衛
生
」
の
語
は
牧
録
さ
れ
て
い
る
が
、
同
じ
項
目
に
お
い
て
「
衛
身
」
と
い
う
語
句
が

2
で
つ
な
げ

て
補
足
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て

E
Z
S
Z
2
5
0
問。
5
〆
吉
田
-P3
と
翻
語
さ
れ

r
p
が
削
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
「
衛
生
丸
」
と
い

(
は
)

う
項
目
が
追
加
さ
れ
て
お
り
、

R-HF
官巾印巾円
4
5
m日

UH--∞a

と
語
さ
れ
て
い
る
。
わ
ず
か
こ
れ
だ
け
の
饗
化
か
ら
で
は
、
昔
時
の
「
衛
生
」
が
近

代
性
を
有
し
て
い
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
「
衛
身
」
と
同
列
に
論
じ
、
し
か
も
身
瞳
の
健
康
に
か
か
わ
る
意
味
だ
け
を
取
り

上
げ
た
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
将
来
人
々
が
近
代
衛
生
を
指
す
言
葉
と
し
て
こ
の
「
衛
生
」
を
選
ぶ
よ
う
に
な
る
よ
り
高
い
可
能
性
を
提
供
し

た
と
い
え
よ
、
っ
。

英
語
の
出

2
-
P、
同
出
告
自
巾
、

ω
E
H
g
q
と
い
っ
た
衛
生
と
関
連
す
る
語
葉
は
み
な
身
瞳
の
健
康
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、

お
そ
ら
く

中
国
語
の
「
衛
生
」
が
針
象
と
す
る
の
は
生
命
で
あ
り
指
し
示
す
と
こ
ろ
が
麿
範
に
わ
た
り
す
ぎ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
初
期
の
漠
英
字
典
で
は

9
1
m
5
5
の
詩
語
と
し
て
「
保
身
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
が
比
較
的
多
か
っ
た
。

ロ
プ
シ
ヤ
イ
ト
が
同
治
五
年
に
最
初
に
刊
行
し
た

著
名
な
『
英
華
字
典
』
で
は
、
関
連
す
る
言
葉
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
解
緯
を
施
し
て
い
る
。

571 

国
語
i
p
ロ

門

r
m
c
E巾印印
O
P
E
-門

Y
保
身
柿
名
。
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572 

国
語
i
E
Eリ
保
身
之
理
、
保
身
之
法
。

(
沼
)

ω
S
Eミ
'
山
保
安
的
、

Z
E
g
q
E
F
P
保
安
倒
、
防
主
規
例
。

「
保
身
」
と
い
う
語
し
方
は
、
日
清
戦
争
に
至
る
ま
で
大
き
く
饗
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
首
時
の
謹
書
に
し

ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

(
お
)

知
識
の
あ
る
者
が
、
保
身
に
慎
重
に
針
庭
し
て
病
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
長
生
き
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
ジ
ョ
ン
・
フ
ラ
イ
ヤ
ー
が
口
詳
し
た

『
儒
円
盤
酉
向
学
」
(
一
八
七
六
年
)
の
第
一
部
分
で
あ
る
「
養
身
の
理
を
論
ず
」
で
は
西
洋
の
衛
生

向
学
説
を
紹
介
し
て
お
り
、
標
題
こ
そ
「
養
身
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
は
い
る
が
、
丈
中
で
は
再
一
一
一
「
保
身
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。

一
例
を
奉
げ
よ
う
。

こ
の
本
は
保
身
の
方
法
に
つ
い
て
論
じ
る
の
で
、
人
の
生
命
に
か
か
わ
る
重
要
な
事
柄
を
筒
車
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、

一
に
光
、
二
に
熱
、
三
に
空
気
、
四
に
水
、
五
に
飲
食
で
あ
る
。
保
身
の
方
法
は
、
こ
の
五
つ
と
関
連
し
て
お
り
、
五
つ
の
う
ち
一
つ
で

(
汎
)

も
欽
け
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
し
、
ど
の
一
つ
が
特
に
重
要
で
あ
る
と
も
言
い
難
い
。

(
お
)

ま
た
、
該
書
の
附
巻
中
の
「
慎
疾
要
言
」
で
も
、
衛
生
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
首
時
の
衛
生
に
闘
す
る
記
遮
に
は
「
保

身
」
が
常
用
さ
れ
る
ほ
か
、
「
養
身
」
「
慣
疾
」
と
い
っ
た
言
い
方
も
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
ほ
か
、
光
緒
五
年
(
一
八
七
九
)

に
ド
イ
ツ
人
の
エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
ァ

l
パ
l

[
何
百
丘
町
山
roH]

に
よ
っ
て
連
載
・
出
版
が
始
ま
っ
た

『
白
東
但
西
』
が
「
善
治
疾
病
」
と
稽
し

て
近
代
の
衛
生
知
識
を
紹
介
し
、
「
潔
身
衣
」
「
精
飲
食
」
「
虞
屋
宇
」
「
選
工
委
」
「
禁
噌
欲
」
「
防
惇
染
」
「
除
狼
毒
」
「
設
醤
院
」
と
い
う
八
つ

(
却
)

の
方
面
か
ら
、
衛
生
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
事
柄
を
論
じ
た
。
他
に
も
「
養
生
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
た
例
が
あ
る
。

斉
家
は
修
身
に
も
と
づ
く
の
で
、
家
庭
を
治
め
る
こ
と
も
ま
た
養
生
の
要
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
:
:
:
お
よ
そ
住
宅
を
建
て
る
際
に
は
、
か

な
ら
ず
風
通
し
を
良
く
す
る
べ
き
で
あ
り
、
大
勢
の
人
々
が
集
ま
っ
て
住
ん
で
は
な
ら
な
い
。
:
:
:
家
庭
で
使
う
水
は
清
潔
で
な
け
れ
ば

(
幻
)

な
ら
な
い
。
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こ
う
い
っ
た
課
書
は
、
言
葉
遣
い
や
書
籍
の
形
式
と
言
っ
た
面
で
、

で
き
る
か
、
ぎ
り
惇
統
と
接
近
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
甚
だ

し
く
は
古
典
中
の
故
事
を
引
用
し
て
論
擦
と
す
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
中
国
の
誼
者
が
受
け
入
れ
や
す
い
よ
う
に
考
慮
し
て
の
も
の

に
違
い
な
い
。
こ
う
い
っ
た
論
述
は
「
衛
生
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
用
い
て
は
い
な
い
が
、
そ
こ
で
紹
介
し
て
い
る
の
は
あ
き
ら
か
に
西
洋
の
近

代
衛
生
撃
に
属
す
る
知
識
で
あ
り
、
惇
統
的
な
「
保
身
」
「
養
生
」
と
い
っ
た
言
葉
の
持
つ
意
味
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
は
明
ら
か
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
清
潔
を
強
調
す
る
こ
と
や
良
い
居
住
環
境
を
作
り
上
げ
る
こ
と
、
化
随
一
千
や
生
物
墜
と
い
っ
た
近
代
科
挙
の
知
識
を
も
っ
て

指
導
を
し
た
り
そ
れ
を
基
礎
と
し
た
り
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
「
衛
生
」
と
い
う
言
葉
で
西
洋
の
衛
生
知
識
を
紹
介
す
る
も
の
も
存
在
し
た
。
ロ
ガ
ス
キ
は
そ
の
著
書
の
な
か
で
、
ジ
ョ
ン
・

フ
ラ
イ
ヤ
!
と
そ
の
協
力
者
が
『
化
皐
衛
生
論
』
を
翻
語
出
版
し
た
こ
と
を
明
治
の
醤
皐
エ
リ
ー
ト
が
新
し
い
衛
生
を
作
り
出
し
た
こ
と
と
同

列
に
論
じ
、
謹
書
の
出
現
は
「
衛
生
の
意
味
が
中
園
で
饗
化
し
始
め
た
こ
と
を
象
徴
」
し
て
い
る
と
見
な
し
た
。
彼
女
は
、
こ
れ
ら
の
諜
書
は

西
洋
の
近
代
衛
生
知
識
を
紹
介
し
た
も
の
の
、
衛
生
が
西
洋
の
、
近
代
的
賓
験
科
亭
を
撮
り
所
と
す
る
行
矯
や
亭
問
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
記
述

の
重
賭
が
お
か
れ
、
そ
れ
が
政
府
、
警
察
、
そ
し
て
民
衆
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
近
代
的
観
念
に
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
注
意
が
及
ん
で

(
お
)

い
な
い
と
見
な
し
て
い
る
。

一
九
世
紀
末
期
の
中
園
に
お
け
る
「
衛
生
」
概
念
の
近
代
的
饗
動
と
日
本
の
新
し
い
「
衛
生
」
の
形
成
と
は
、
(
貫

は
そ
れ
ぞ
れ
が
別
々
に
西
洋
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
彼
女
の
考
え
は
大
壁
説
得
力
が
あ
る
。
し
か
し
、
冒
頭
で

も
述
べ
た
と
お
り
彼
女
が
資
料
を
十
分
に
把
握
し
き
れ
て
い
な
い
た
め
か
、
そ
の
論
速
に
は
、
補
充
・
考
察
す
べ
き
と
こ
ろ
が
蔑
さ
れ
て
い
る

ょ
う
だ
。

現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
「
化
挙
衛
生
論
』
は
「
衛
生
」
の
名
を
冠
し
、
近
代
衛
生
と
も
密
接
に
関
係
し
た
最
初
の
著
作
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

ぃ
。
こ
の
本
が
正
式
に
出
版
さ
れ
た
の
は
光
緒
七
年
(
一
八
八
一
)
正
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、
(
貫
際
に
は
光
緒
五
年
の
夏
か
ら
翻
謹
が
始
め
ら

(
鈎
)

れ
て
お
り
、
翌
年
の
正
月
か
ら
出
版
さ
れ
始
め
た

『
格
致
柔
編
』
に
連
載
さ
れ
て
い
た
。
も
と
よ
り
、
こ
の
事
賓
を
も
っ
て
中
国
近
代
の
「
衛

573 

生
」
概
念
の
嬰
動
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
が
、
冷
静
に
考
え
れ
ば
、
こ
の
本
は
最
密
な
意
味
で
の
近
代
衛
生
皐
の
著
作

十
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574 

で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
は
不
可
能
な
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
英
丈
の
原
題
叫
J
b
h

ロマき』
H

ミ
ミ
の
む
き
さ

s
h
q九
に
は
衛
生
の
意
味
は
全
く
含
ま
れ

て
い
な
い
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
日
常
生
活
中
の
化
撃
現
象
や
そ
れ
に
関
連
す
る
化
撃
知
識
で
あ
り
、
空
気
・
飲
料
水
・
土
壌
・

(

川

叩

)

穀
物
・
↓
肉
・
酒
・
茶
・
煙
草
・
ア
ヘ
ン
か
ら
工
業
護
展
が
引
き
起
こ
す
環
境
汚
染
と
言
っ
た
問
題
に
ま
で
議
論
が
及
ん
で
い
る
。
語
者
で
あ
る

フ
ラ
イ
ヤ
!
と
琴
隠
詞
人
が
衛
生
と
い
う
言
葉
を
採
用
し
た
の
は
、
同
日
記
は
日
あ
る
い
は
ω
E
H
g
q
と
い
う
言
葉
の
詩
語
と
し
て
用
い
る
意

(
壮
)

識
か
ら
で
は
全
く
な
く
、
こ
の
一
言
葉
で
西
洋
の
近
代
衛
生
事
業
を
指
し
示
す
こ
と
ま
で
は
お
そ
ら
く
考
え
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、

こ
こ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
最
も
身
近
な
化
皐
知
識
が
「
生
生
之
遁
」
を
曾
得
す
る
た
め
に
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
「
生
命
を
守

る
」
こ
と
に
役
立
つ
と
考
え
て
、
衛
生
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
で
あ
る
。
賓
の
と
こ
ろ
、
彼
ら
の
こ
の
翻
課
で
は
惇
統
的
な
意
味
で
「
衛

生
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
こ
と
の
方
が
多
い
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
本
は
多
少
な
ら
ず
と
も
西
洋
の
近
代
衛
生
撃
と
関
係
し
て

い
た
の
で
、
こ
の
詳
し
方
が
現
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
停
統
的
な
衛
生
概
念
の
合
意
が
豊
富
な
も
の
と
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
が
後
に
衛

生
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
本
来
の
衛
生
撃
の
著
書
を
翻
謹
す
る
際
に
大
い
に
貢
献
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
フ
ラ
イ
ヤ
l
は
、
「
居
宅
衛
生

論」

(
h
Q
S
札
芯
ミ

N
y
h
i
刊号
2
6
s
h
芯
(
U
N
h
Z

忌
内
、
。
究
明
邑
∞
C
)

、

H
H
U
内

N
S
F
5
2
)
そ
し
て
『
初
皐
衛
生
編
』
(
己
主
N
U
&
2
3
3
5
~
。
包
き
に
与
h
U
2
R
5
8
)
と
い
っ
た
、
衛
生
と
い
う
言
葉
を
題
名
に
含
む
一

(
必
)

連
の
西
洋
衛
生
皐
の
著
述
を
翻
課
出
版
し
た
の
で
あ
る
。

『
該
童
衛
生
編
』
(
照
之
忌
¥
。
、
N
L
H
N
P

可。~ケ
W
E
B
-
『
幼
童
衛
生
編
」
(
P
E
E
N
a

首
時
、
衛
生
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
西
洋
の
近
代
衛
生
に
闘
す
る
知
識
を
紹
介
し
た
の
は
、
(
貫
は
フ
ラ
イ
ヤ
l
の
翻
詳
し
た
一
連
の
衛
生
撃

の
著
作
に
限
ら
な
か
っ
た
。
光
緒
八
年
(
一
八
八
二
)
顔
、
水
京
の
翻
諜
に
よ
り
、
近
代
教
育
を
論
じ
た
H
・
ス
ベ
ン
サ
l
の

出
版
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
の
第
四
部
分
は
「
衛
生
」
と
な
っ
て
お
り
、
現
代
教
育
の
観
酷
か
ら
衛
生
教
育
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、

「
臨
時
業
要
覧
』
が

」
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。

〔
衛
生
と
は
つ
ま
り
〕
生
命
を
保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
。
:
:
:
人
は
ま
ず
身
瞳
安
和
の
理
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
上
で
よ
う
や
く

〔
そ
の
理
を
〕
遵
守
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
教
師
た
る
者
は
ま
ず
身
瞳
安
和
の
知
識
を
教
え
て
、
生
徒
達
に
い
か
に
行
動
す
べ
き
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(
必
)

か
理
解
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
一
言
う
衛
生
と
は
、
主
に
「
身
瞳
安
和
の
撃
問
」
を
指
し
て
は
い
る
が
、
賓
は
ま
さ
し
く
近
代
衛
生
撃
の
範
障
に
属
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
さ
ら
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
謹
書
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
光
緒
八
年
(
一
八
八
二
)
に
ジ
ョ
ン
・
グ
ラ
ス
ゴ

l
・
カ

1
[』
c
E
2
g

問
。
司
問
。
口
]
に
よ
っ
て
課
さ
れ
、
翌
年
慶
州
で
出
版
さ
れ
た
「
衛
生
要
旨
』
で
あ
る
。
こ
の
書
は
基
本
的
に
近
代
衛
生
撃
の
著
作
で
あ
る
と
見

一
般
的
な
日
常
衛
生
に
閲
す
る
知
識
を
紹
介
す
る
だ
け
で
な
く
、
園
家
と
枇
舎
が
衛
生
問
題
に
責
任
を
も
つ
こ
と
に
つ
い

な
す
こ
と
が
で
き
、

て
と
り
わ
け
紙
幅
を
割
い
て
い
る
。
凡
例
で
は
、
西
洋
園
家
の
醤
師
の
許
慣
制
度
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
「
だ
れ
で
も
聾
者
に
な
る
こ
と
が
で

き
る
」
中
園
も
「
こ
の
よ
う
に
醤
師
を
試
験
に
よ
っ
て
採
用
す
る
こ
と
で
、
園
家
が
軍
民
を
保
護
し
て
、
と
も
に
仁
書
に
の
ぼ
る
の
を
助
け

(
叫
)

る
」
と
い
う
希
望
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
書
が
園
家
に
よ
る
衛
生
行
政
の
一
端
ま
で
説
き
及
ん
で
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で

な
く
、
こ
の
本
は
惇
統
的
な
「
修
身
、
斉
家
、
治
園
、
平
天
下
」
の
思
想
に
基
づ
い
て
、
衛
生
問
題
を
個
人
の
私
事
か
ら
一
吐
舎
と
園
家
の
重
要

な
任
務
へ
と
擦
大
し
た
の
で
あ
る
。
以
下
に
例
を
奉
げ
よ
う
。

「
論
整
街
全
家
」

斉
家
は
修
身
に
も
と
づ
く
の
で
、
家
庭
を
治
め
る
こ
と
も
ま
た
養
生
の
要
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
:
:
:

「
論
推
愛
郷
口
巴
」

郷
口
巴
を
推
愛
す
る
方
法
も
ま
た
身
近
な
も
の
か
ら
遠
く
の
も
の
へ
及
ぼ
し
、
自
分
を
推
し
麿
め
て
他
人
に
ま
で
及
ぼ

す
と
い
う
こ
と
に
墨
き
る
。
た
ま
っ
た
汚
物
を
清
掃
し
て
外
観
を
整
え
、
毒
気
に
感
染
す
る
事
態
を
克
れ
る
こ
と
が
第
一
で
あ
る
。
病
気

に
擢
っ
た
豚
や
午
の
肉
を
販
買
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
真
剣
に
取
り
締
ま
っ
て
き
び
し
く
庭
罰
を
加
え
、
病
気
を
引
き
起
こ
さ
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
が
第
二
で
あ
る
。
山
泉
を
引
い
て
き
て
飲
用
や
洗
濯
用
と
し
て
用
い
る
こ
と
で
、
井
戸
水
が
瞳
辛
く
不
純
物
が
混
じ
る
と
い
う

弊
害
を
避
け
る
こ
と
が
第
三
で
あ
る
。
病
院
を
設
け
て
郷
民
の
生
命
を
重
ん
じ
る
こ
と
が
第
四
で
あ
る
。
糞
尿
を
清
掃
し
て
病
毒
を
取
り

除
き
、
停
染
病
の
護
生
を
克
れ
る
こ
と
が
第
五
で
あ
る
。
有
司
が
郷
正
や
保
正
に
責
任
を
負
わ
せ
る
の
が
第
六
で
あ
る
。

.. 

「
論
矯
園
培
元
」

外
国
船
の
停
泊
が
集
中
す
る
と
こ
ろ
で
最
も
重
要
な
の
が
検
疫
で
あ
る
。
入
港
し
て
い
る
船
の
中
で
ひ
と
た
び
病
気

575 

が
護
見
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
が
庄
閉
ま
れ
ば
必
ず
や
大
災
害
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
防
疫
に
必
要
な
措
置
は
郷
邑
の
紳
直
で
は
庭
理
で

十
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(
伍
)

き
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
事
例
か
ら
、
少
な
く
と
も
中
国
全
瞳
の
情
況
と
し
て
は
、
首
時
西
洋
の
、
近
代
衛
生
知
識
を
導
入
す
る
際
に
は
、

(
羽
)

摘
す
る
「
政
府
・
法
律
・
民
族
・
そ
し
て
集
圏
行
動
を
軽
覗
し
た
」
と
い
う
問
題
は
存
在
し
て
い
な
い
と
言
え
る
。
賓
際
、

ロ
ガ
ス
キ
が
指

フ
ラ
イ
ヤ
l
の
衛

生
に
閲
す
る
一
連
の
詩
書
に
お
い
て
も
、
『
居
宅
衛
生
論
』
な
ど
は
責
は
枇
舎
と
国
家
の
責
任
を
非
常
に
強
調
し
て
お
り
、
む
す
び
の
と
こ
ろ

に
は
こ
の
よ
う
に
書
き
記
さ
れ
て
い
る
。

故
に
そ
れ
ぞ
れ
の
園
家
は
民
衆
の
苦
し
み
に
闘
心
を
寄
せ
、
人
員
を
配
置
し
て
各
都
市
の
衛
生
事
業
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

:
・
衛
生
の
遁
は
、
普
遍
的
に
通
用
す
る
こ
と
で
あ
り
、
西
洋
の
国
々
で
は
多
方
面
に
わ
た
っ
て
研
究
し
、
で
き
る
限
り
完
全
で
あ
る
こ

(
幻
)

と
を
望
ん
で
い
る
の
に
、
中
華
が
ど
う
し
て
そ
れ
を
軽
闘
し
て
、
全
く
闘
心
を
寄
せ
ず
に
い
ら
れ
ょ
う
か
。

ロ
ガ
ス
キ
も
勿
論
こ
の
貼
に
は
気
づ
い
て
い
た
の
だ
が
、
彼
女
は
こ
の
書
が
昔
時
は
そ
れ
ほ
ど
重
踊
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
考
え

が
輿
え
た
影
響
は
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
見
な
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
賓
の
と
こ
ろ
誤
解
な
の
で
あ
る
。
彼
女
は
、
こ
の
本

(

刊

日

)

『
格
致
柔
編
」
上
に
掲
載
さ
れ
た
だ
け
で
ま
だ
単
行
本
と
し
て
は
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
そ
の
主
な
理
由
と
し
て
い
る
が
、

の
内
容
は

賓
際
に
は

『
格
致
柔
編
』
に
護
表
さ
れ
た
ま
さ
に
そ
の
年
に
草
行
本
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
ま
し
て
、
『
格
致
葉
編
』

で
の
護
表
そ
の
も
の
の

影
響
も
決
し
て
小
さ
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
孫
賓
喧
の
光
緒
二
三
年
(
一
八
九
七
)

(ω) 

せ
て
「
居
宅
衛
生
論
』
を
誼
む
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
『
格
致
新
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
あ
る
問
答
に
も
、
質
問
者
が
「
以
前
「
居
宅
衛
生
論
』

(
閃
)

を
謹
ん
だ
」
と
述
べ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
問
題
は
昔
時
中
園
に
紹
介
さ
れ
た
近
代
の
衛
生
概
念
が
完
全
で
は
な
か
っ
た
こ

一
O
月
の
日
記
に
「
夜
、
心
を
落
ち
着
か

と
で
は
な
く
、
中
園
枇
舎
が
こ
う
い
っ
た
紹
介
に
針
し
て
主
瞳
的
な
関
心
を
一
不
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。

光
緒
初
年
に
あ
っ
て
は
、
人
々
は
近
代
衛
生
概
念
を
表
現
す
る
際
に
「
保
身
」
「
養
身
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
の
方
が
多
か
っ
た
。

し
か
し
、
『
化
皐
衛
生
論
」
と
『
衛
生
要
旨
」
と
い
っ
た
書
籍
の
出
版
護
行
に
と
も
な
い
「
衛
生
」
の
語
で
近
代
衛
生
を
言
い
表
す
こ
と
が
日

に
見
え
て
増
加
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
以
下
の
二
つ
の
方
面
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

十

11 

120 

寸11 



L 」

法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
国
跡
部
中
日
宍
)
日
-

H

N

1

J

待

ー「

ま
ず
、
初
期
の

『
化
的
問
子
衛
生
論
』
や
『
衛
生
要
旨
』
と
い
っ
た
書
籍
は
、
「
衛
生
」
を
書
名
に
用
い
て
は
い
る
も
の
の
、
本
文
中
で
衛
生
と

い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
後
に
フ
ラ
イ
ヤ
ー
が
語
し
た
衛
生
閲
遠
の
著
作
に
お
い
て
は
、
こ
の
言
葉
が

頻
繁
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
書
物
に
お
け
る
衛
生
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
は
今
日
の
も
の
と
ほ
と
ん
ど
饗
わ
る
と
こ

ろ
が
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
例
を
奉
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
し
一
部
の
個
人
だ
け
で
な
く
、
誰
も
が
衛
生
の
重
要
性
を
理
解
し
、

一
時
的
で
は
な
く
年
を
経
る
ご
と
に
ま
す
ま
す
こ
の
書
が
流
行
し

(
日
)

た
な
ら
ば
、
こ
の
法
律
を
作
成
し
て
そ
れ
を
推
し
庚
め
た
人
の
、
子
供
達
に
封
す
る
功
績
が
わ
ず
か
な
も
の
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。

お
よ
そ
人
家
の
密
集
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
毎
日
排
出
さ
れ
る
尿
尿
や
ゴ
ミ
は
大
量
に
上
り
、
も
し
何
ら
か
の
方
法
で
こ
れ
を
取
り
除

(
m
A
)
 

か
な
け
れ
ば
、
必
ず
街
路
を
汚
し
民
衆
の
健
康
を
害
す
る
こ
と
に
な
り
、
衛
生
の
原
則
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ぎ
に
、
「
衛
生
」
と
い
う
言
葉
が
そ
の
他
の
謹
書
の
中
に
も
多
く
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
光
緒
一
七
年
(
一
八
九
二

に
『
格
致
葉
編
」
上
に
護
表
さ
れ
た
「
醤
理
述
略
」
(
手
端
模
筆
語
、
ジ
ョ
ン
・
グ
ラ
ス
ゴ
l

・カ
l
校
訂
)
で
は
様
々
な
場
面
で
「
衛
生
」
と
い

う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
を
翠
げ
よ
う
。

ひ
と
つ
は
克
病
の
法
で
あ
る
。
人
を
健
康
に
保
つ
皐
聞
や
技
術
を
衛
生
と
い
う
。
そ
し
て
衛
生
の
原
理
は
、
明
ら
か
に
瞳
用
の
皐
を
確
か

に
理
解
す
る
こ
と
に
も
と
づ
く
の
で
あ
り
:
:
:
。

こ
こ
か
ら
、
首
時
の
「
衛
生
」
概
念
は
、
近
代
的
な
特
性
を
ひ
と
と
お
り
備
え
て
い
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な

い
の
は
、
こ
う
い
っ
た
「
衛
生
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
の
は
ま
だ
関
連
す
る
詳
書
の
な
か
に
限
ら
れ
て
お
り
、
中
国
人
の
著
作
の
中
に

は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
上
海
な
ど
の
開
港
場
で
は
、

日
々
悪
化
す
る
環
境
問
題
や
、
西
洋
の
衛
生
知

識
の
導
入
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
か
ら
、
衛
生
に
闘
す
る
問
題
(
例
え
ば
、
清
潔
な
水
源
や
上
水
道
、
都
市
の
這
路
の
清
潔
と
、
汚
物
の
庭
理
な

(
U
A
)
 

ど
)
に
つ
い
て
の
議
論
が
増
え
始
め
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
首
時
の
議
論
に
お
い
て
は
「
衛
生
」
の
語
は
ま
っ
た
く
現
れ
て
い
な
か
っ
た
。

577 

こ
の
賄
を
比
較
的
明
示
し
て
い
る
例
を
奉
げ
て
み
よ
う
。
清
末
の
上
海
の
著
名
な
郷
賢
で
あ
る
李
平
書
は
光
緒
年
聞
に
上
海
の
水
道
事
業
の
建
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設
に
蓋
力
し
て
い
た
が
、
晩
年
に
回
顧
録
の
中
で
昔
時
の
上
海
は
「
外
堀
は
詰
ま
り
海
水
は
汚
れ
て
濁
っ
て
お
り
、
衛
生
に
害
が
あ
る
」
状
況

(
日
)

で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
が
水
道
事
業
に
圭
出
力
し
た
昔
時
書
き
表
し
た
丈
章
に
は
た
だ
「
臭
気
が
直
接
官
た
る
と
、
と
り
わ
け

(
話
)

病
気
を
招
き
や
す
い
」
も
し
く
は
「
外
堀
の
水
が
汚
れ
て
い
て
、
こ
れ
を
飲
む
と
病
気
に
な
り
や
す
い
」
と
あ
る
だ
け
で
、
こ
の
こ
と
と
「
衛

生
」
を
全
く
結
び
つ
け
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
昔
時
の
洋
務
抵
の
重
要
人
物
で
あ
る
鄭
観
磨
の
場
合
は
や
や
例
外
で
あ
る
。
彼
は
康
東
香
山
に
生
ま
れ
、
幼
い
頃
か
ら
西
洋
の
皐

聞
に
接
す
る
機
舎
が
比
較
的
多
く
、
西
洋
の
衛
生
闘
係
の
知
識
に
つ
い
て
も
多
少
の
理
解
が
あ
っ
た
。
光
緒
一
六
年
(
一
八
九
O
)
に
郷
里
で

療
養
し
て
い
る
あ
い
だ
に
著
し
た
『
中
外
衛
生
要
旨
』
は
、
主
要
な
部
分
か
ら
見
れ
ば
基
本
的
に
停
統
的
な
養
生
皐
の
著
作
と
見
な
す
こ
と
が

(

{

川

)

で
き
、
遁
教
に
よ
る
養
生
の
色
彩
が
濃
厚
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
西
洋
の
衛
生
知
識
を
も
少
な
か
ら
ず
紹
介
し
て
お
り
、
う
ち
巻

四
で
は
、
「
泰
西
衛
生
要
旨
」
に
つ
い
て
専
ら
論
じ
て
い
る
。

西
洋
の
科
撃
は
日
々
進
歩
し
て
お
り
、
西
洋
の
殴
亘
字
は
そ
う
い
っ
た
科
撃
的
方
法
に
基
づ
い
て
人
瞳
の
組
織
を
調
べ
て
、
盟
が
硬
く
な
り

動
き
に
く
く
な
る
と
い
っ
た
様
々
な
老
化
現
象
は
、
み
な
土
壌
に
含
ま
れ
る
盟
類
が
人
瞳
に
た
ま
る
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
詳
し
く
論
じ

(

河

川

)

た
。
:
:
:
私
は
宋
録
し
て
養
生
す
る
者
の
参
考
と
す
る
。

こ
う
い
っ
た
西
洋
の
衛
生
知
識
は
個
人
の
衛
生
の
範
醇
に
属
し
て
お
り
、
養
生
と
の
闘
係
が
密
接
で
は
あ
る
も
の
の
、
近
代
化
皐
や
生
物
皐

と
い
っ
た
科
皐
知
識
に
依
援
し
て
い
る
部
分
が
大
き
い
。
あ
き
ら
か
に
、
こ
の
著
作
は
無
白
畳
の
う
ち
に
停
統
的
衛
生
の
意
味
を
豊
か
に
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
光
緒
一

O
年
(
一
八
八
四
)
頃
に
書
い
た

『
勘
慶
州
城
府
内
外
街
道
糞
草
械
物
公
啓
』

の
中
で
衛
生
と
い
う
言
葉

を
用
い
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

毎
年
夏
か
ら
秋
へ
の
饗
わ
り
目
に
、
奇
病
や
暴
疫
が
流
行
し
て
災
害
と
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
全
て
が
季
節
の
愛
わ
り
目
に
よ
る
一
時
的

な
流
行
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
地
方
の
不
潔
さ
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。
:
:
:
し
か
し
な
が
ら
、
地
方
の
不
潔
は
固
よ
り

地
方
の
災
い
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
賓
際
首
地
の
人
士
も
責
任
を
負
う
べ
き
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
今
も
し
首
地
の
官
員
が
こ
の
提
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唱
を
行
い
、
衛
生
の
要
旨
を
説
明
し
、
南
海
・
番
高
雨
牒
〔
の
知
牒
〕
お
よ
び
各
段
の
保
甲
・
巡
絹
委
員
に
命
令
を
下
し
、
各
街
坊
の
董

(
玲
)

事
や
地
保
ら
に
巌
命
し
て
各
街
に
た
ま
っ
た
ゴ
ミ
を
一
律
に
清
掃
さ
せ
る
こ
と
と
し
・
:
:
・
。

こ
こ
で
は
衛
生
を
街
路
の
清
掃
の
よ
う
な
近
代
の
衛
生
に
か
か
わ
る
作
業
と
直
接
結
び
つ
け
て
お
り
、
地
方
首
局
の
責
任
を
強
調
し
て
も
い

る
。
「
衛
生
」
が
停
統
か
ら
近
代
へ
と
向
か
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
鄭
観
躍
が
こ
の
よ
う
に
「
衛
生
」
を
使
用
し
て
い
る

の
は
、
彼
が
昔
時
ち
ょ
う
ど
『
中
外
衛
生
要
旨
」
と
い
う
書
物
を
編
纂
し
て
い
た
こ
と
と
明
ら
か
に
闘
係
が
あ
っ
て
、
間
早
な
る
偶
然
に
過
ぎ
な

い
よ
う
だ
。
賓
際
、
そ
れ
以
降
に
出
版
し
た
『
盛
世
危
言
』
で
は
醤
師
の
試
験
制
度
や
這
路
の
清
掃
と
い
っ
た
衛
生
事
業
に
つ
い
て
繰
り
返
し

(ω) 

論
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
衛
生
」
と
い
う
言
葉
は
一
度
も
使
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
『
化
民
子
衛
生
論
」
の
出
現
を
長
奥
専
蔚
が
衛
生
を
出
認
は
日
の
課
語
に
あ
て
た
こ
と
と
同
列
に
論
ず
る

こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
理
念
の
面
か
ら
言
え
ば
、
長
輿
専
粛
の
行
矯
が
停
統
と
の
断
絶
を
盟
現
す
る
側
面
が
強
い

と
す
れ
ば
、

フ
ラ
イ
ヤ
!
と
琴
隠
詞
人
が
「
衛
生
」
と
い
う
諜
語
を
使
用
し
た
こ
と
は
、
む
し
ろ
惇
統
と
の
連
績
を
反
映
す
る
面
が
大
き
い
の

だ
と
言
え
よ
う
。

「
衛
生
」
概
念
の
嬰
動
の
進
展
(
一
八
九
四
一
九
O
五
)

日
清
戦
争
の
敗
北
に
よ
っ
て
、
中
圏
一
吐
舎
の
日
本
に
封
す
る
見
方
は
饗
化
を
飴
儀
な
く
さ
れ
始
め
、
日
本
が
中
圃
枇
舎
に
輿
え
る
影
響
は
日

に
見
え
て
強
ま
っ
た
。
衛
生
行
政
も
日
本
の
明
治
維
新
以
来
の
新
政
を
形
成
す
る
重
要
な
一
部
分
と
し
て
自
然
と
注
目
を
集
め
、
よ
り
大
き
な

影
響
を
輿
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
時
に
、
日
々
深
刻
さ
を
増
す
民
族
的
危
機
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
中
、
中
国
一
吐
舎
が
近
代
衛
生
知
識
と
制
度

を
吸
牧
し
て
、
「
衛
生
」
概
念
を
使
用
す
る
姿
勢
も
日
を
追
う
ご
と
に
能
動
的
に
な
っ
た
。

一
部
の
エ
リ
ー
ト
達
は
、
中
園
の
衛
生
賦
態
の
不

良
に
試
手
つ
き
、
西
洋
の
近
代
「
科
挙
」
的
衛
生
の
優
越
性
、
お
よ
び
枇
曾
と
園
家
が
衛
生
事
業
に
介
入
し
国
家
的
衛
生
制
度
を
創
設
す
る
必
要

579 

性
を
次
第
に
認
識
し
、
西
洋
と
日
本
に
皐
ぶ
こ
と
を
通
じ
て
中
園
の
衛
生
状
況
を
改
善
す
る
こ
と
で
「
強
圃
保
種
」
の
達
成
を
望
ん
だ
の
で
あ
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580 

(

山

山

)
る
。
こ
う
い
っ
た
壁
化
は
、
少
な
く
と
も
以
下
の
二
つ
の
方
向
か
ら
衛
生
概
念
の
内
包
と
使
用
に
影
響
を
輿
え
た
。
ま
ず
、
日
本
の
影
響
が
強

ま
っ
た
こ
と
で
中
園
人
が
日
本
の
衛
生
制
度
に
つ
い
て
よ
り
多
く
注
意
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
日
本
語
の
多
く
の
概
念
が
直
接
漢

字
を
使
っ
て
表
さ
れ
て
お
り
、
わ
ざ
わ
ざ
翻
課
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
た
め
、
「
衛
生
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
機
舎
は
自
然
と
増
加
し
た
。

次
に
、
中
園
枇
舎
の
近
代
衛
生
に
封
す
る
姿
勢
が
日
々
積
極
的
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
西
洋
と
日
本
の
衛
生
に
閲
す
る
情
報
が
ま
す
ま
す
中

固
に
も
た
ら
さ
れ
(
必
ず
し
も
そ
れ
は
「
衛
生
」
と
い
う
名
の
下
に
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
)
そ
れ
に
よ
っ
て
衛
生
の
内
福
は
よ
り
豊
富

に
な
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
よ
り
多
く
の
中
園
人
が
「
衛
生
」
と
い
う
語
に
注
意
を
捕
う
よ
う
に
な
り
、
部
分
的
も
し
く
は
完
全
に
近

代
的
な
意
味
で
「
衛
生
」
と
い
う
概
念
を
使
用
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

い
か
な
る
事
物
の
壁
化
も
全
て
段
階
を
踏
む
必
要
が
あ
る
。
日
清
戦
争
以
降
、
「
衛
生
」
概
念
の
饗
容
は
加
速
し
深
ま
っ
て

い
っ
た
が
、
た
だ
ち
に
近
代
衛
生
事
業
を
あ
ら
わ
す
統
一
し
た
規
範
と
な
る
術
語
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
「
保
身
」
「
保
生
」
「
養
生
」

(
臼
)

と
い
っ
た
「
衛
生
」
以
外
の
表
現
も
依
然
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
と
く
に
「
保
身
」
は
依
然
と
し
て
近
代
衛
生
を
表
す
際
の
定
番
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
期
に
増
訂
出
版
さ
れ
た
ロ
プ
シ
ヤ
イ
ト
の
英
漢
字
典
で
は
出
混
合
自
己
丹
の
詳
語
白
瞳
に
は
全
く
饗
化
は
な
か
っ
た
が
、
国
語

5
5
と

(
日
)

い
う
項
目
が
追
加
さ
れ
、
「
保
身
内
学
」
の
語
が
あ
て
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
増
訂
本
か
ら
は
「
衛
生
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
が
日

各
回
然
な
が
ら
、

増
し
に
増
加
し
て
い
る
影
響
が
具
樫
的
に
み
て
と
れ
る
。

一
八
九
七
年
と
一
九

O
三
年
の
増
訂
版
の

ω
B
H
Z斗
に
闘
す
る
項
目
を
見
て
み
よ

ぅ
。
こ
こ
で
の
語
稗
に
は
、
と
も
に
「
衛
生
」
と
い
う
言
葉
が
あ
ら
わ
れ
る
。

(
似
)

ω
E
H
Eミ
白
衛
生
的
、

E
E
E
々
E
F
P
衛
生
例
、
防
去
規
例
。

(
侃
)

r
E
E
C
Cロ
ロ
衛
生
撃
。

と
も
か
く
、
「
衛
生
」
と
い
う
一
言
葉
の
使
用
が
日
に
日
に
増
加
し
た
こ
と
と
、
こ
の
言
葉
が
近
代
衛
生
に
つ
い
て
述
べ
る
際
に
使
わ
れ
る
優

先
順
位
が
絶
え
聞
な
く
高
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
争
え
な
い
事
賓
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
清
代
の
各
種
の
「
経
世
文
編
」
の
検
索
か
ら
も
説

明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
書
湾
中
央
研
究
院
翰
典
資
料
庫
に
牧
録
さ
れ
る
十
種
類
の
経
世
丈
編
を
検
索
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
光
緒
二
三
年
(
一
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八
九
七
)
以
前
に
出
版
さ
れ
た
四
種
の
経
世
丈
編
に
は
「
衛
生
」
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
例
は
ひ
と
つ
も
な
い
が
、
光
緒
二
四
年
か
ら
二
八
年

に
編
纂
さ
れ
た
六
種
の
経
世
丈
編
に
は
あ
わ
せ
て
五
七
編
の
丈
章
の
中
に
一
固
な
い
し
は
数
回
「
衛
生
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
、
孫
賓
喧
の
日
記
か
ら
も
そ
の
一
斑
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
孫
賓
喧
は
杭
州
の
有
名
な
官
家
大
族
の
出
身
で
あ
る
が
、
か
つ
て

(ω) 

長
期
間
上
海
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
新
撃
に
比
較
的
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
彼
の
日
記
は
大
部
分
が
戦
乱
に
よ
っ
て
失
わ
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
、
現
在
出
版
さ
れ
て
い
る
の
は
光
緒
一
九
|
二

O
、

四

二
七
|
二
九
年
の
日
記
に
限
ら
れ
る
。
最
初
の
一
一
年
間
か
ら
は
、

近
代
衛
生
も
し
く
は
「
衛
生
」
と
い
う
言
葉
に
閲
す
る
い
か
な
る
記
述
も
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
一
一
一
一
年
に
は
一
一
カ
所
で
衛
生
に
言
及

し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
一
回
は
「
西
人
養
身
之
島
ナ
」
と
い
う
語
を
使
っ
て
い
て
、
も
う
一
回
は
『
居
宅
衛
生
論
」
を
謹
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て

(

山

山

)

述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
本
の
感
想
を
述
べ
る
際
に
使
っ
て
い
る
の
は
や
は
り
「
養
生
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
二
七
年
に
は
あ
わ
せ
て
三

回
衛
生
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
一
回
は
関
連
す
る
名
詞
を
用
い
て
は
い
な
い
が
、
そ
の
他
の
二
カ
所
で
は
「
保
衛
民
生
」
も

(
侃
)

し
く
は
「
衛
生
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
残
り
の
二
年
間
で
は
六
カ
所
で
衛
生
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
り
「
衛
生
」
は
七
回
使
用
さ
れ

(
印
)

て
い
る
。
「
衛
生
」
の
語
の
使
用
頻
度
が
日
清
戦
争
以
後
増
加
し
て
い
る
傾
向
が
か
な
り
顕
著
に
現
れ
て
い
よ
う
。

『
衛
生
向
学
問
答
」
に
言
及
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
書
は
、
光
緒
二
五
年
(
一
八
九
九
)
に
完
成
し
、
翌
年

こ
こ
で
、
丁
一
帽
保
の

刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
中
国
人
が
著
し
た
も
の
と
し
て
は
「
衛
生
」
の
題
名
を
掲
げ
た
、
同
時
に
ま
た
近
代
衛
生
撃
の
著
作
に
数
え
ら
れ
る

(
礼
)

最
初
の
書
物
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
丁
一
帽
保
は
近
代
の
日
本
と
ゆ
か
り
の
深
い
人
物
で
、
日
本
語
の
醤
筆
書
を
数
多
く
翻
課
し
て
い
る
。
し

(
花
)

か
し
、
こ
の
『
衛
生
皐
問
答
」
は
日
本
と
は
関
係
な
く
、
主
に
『
保
全
生
命
論
」
、
『
初
皐
衛
生
編
」
と
い
っ
た
西
洋
の
衛
生
撃
の
謹
書
や
中
園

の
惇
統
的
養
生
書
、
殴
亘
字
書
に
依
接
し
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
本
は
上
下
編
に
分
か
れ
、
合
計
九
主
早
か
ら
な
る
。
上
編
七
章
で
は

総
論
の
外
、
全
瞳
・
飲
食
・
起
居
・
微
生
物
・
樫
操
・
治
心
と
い
っ
た
六
つ
の
方
面
か
ら
個
人
の
衛
生
知
識
を
紹
介
し
て
お
り
、
下
編
の
二
章

581 

日
常
生
活
に
役
立
つ
簡
単
な
醤
息
子
知
識
を
中
心
に
紹
介
し
て
い
る
。
「
総
論
」
に
お
い
て
彼
は
ま
ず
衛
生
息
ナ
の
何
た
る
か
に
つ
い
て

(
花
)

「
身
盟
保
養
の
方
法
を
攻
究
す
る
こ
と
、
こ
れ
を
衛
生
墜
と
い
う
。
」
と
説
明
し
て
お
り
、
こ
れ
は
、
惇
統
的
な
「
生
命
を
衡
る
」
と
い
う
考

で
は
、

十

11 寸11 
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え
方
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
衛
生
に
封
す
る
理
解
は
な
お
も
個
人
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
衛
生
は
園
家
と

関
係
が
あ
る
こ
と
に
言
及
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
個
人
の
身
瞳
の
強
弱
が
園
家
の
強
盛
と
関
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
だ
け
で
、

(
九
)

一
枇
舎
と
園
家
の
衛
生
事
業
に
封
す
る
責
任
に
ま
で
は
摘
れ
て
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
丁
一
帽
保
は
惇
統
的
な
個
人
の
自
己
調
節
の
角
度
か
ら
衛

生
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
醤
薬
治
療
を
依
然
と
し
て
そ
の
中
に
含
め
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
惇
統
的
な
色
彩
が
濃
厚
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
彼
の
「
衛
生
之
法
」
は
大
瞳
に
お
い
て
西
洋
近
代
科
事
に
依
援
し
て
お
り
、
停
統
的
な
養
生
と
も
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
語
に
一
定
の
近
代
性
を
附
輿
し
で
も
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
本
は
、
後
に
幾
度
と
な
く
再
版
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
影
響
は
す
こ
ぶ
る
大
き
か
っ
た
。
こ
の
本
の
意
義
は
、
昔
時
の
中
国
一
世
舎
の
衛
生
と
「
衛
生
」
概
念
に
釘
す
る
認
識
を
深
め
た
こ
と
に
あ

る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
『
保
全
生
命
論
』
と
い
っ
た
論
著
の
中
に
紹
介
さ
れ
る
、
衛
生
と
闘
わ
る
が
「
衛
生
」
と
い
う
言
葉
で
は
表
現
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
知
識
を
、
「
衛
生
」
の
名
の
下
に
一
括
し
た
こ
と
に
も
あ
る
の
で
あ
る
。

少
し
前
の
時
期
の
、
西
洋
衛
生
皐
の
罪
主
日
中
に
み
ら
れ
た
「
衛
生
」
の
用
い
方
と
比
べ
て
み
る
と
、
こ
こ
で
の
「
衛
生
」
の
近
代
性
は
か
な

り
不
明
瞭
で
惇
統
的
な
色
彩
が
相
官
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
現
象
は
昔
時
の
中
国
人
の
著
述
で
は
か
な
り
普
通
的
に
見
ら
れ
、

そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
衛
生
は
、
生
命
を
守
る
こ
と
や
或
い
は
養
生
と
い
っ
た
惇
統
的
な
意
味
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
上
に
、
ま
た
西
洋
の

向
学
問
と
も
関
連
し
て
あ
る
程
度
の
近
代
性
も
備
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

西
洋
に
は
化
挙
が
あ
る
、
:
:
:
も
し
国
家
が
こ
れ
を
お
し
ひ
ろ
め
賓
施
し
た
な
ら
ば
、
告
回
然
な
が
ら
兵
を
強
く
し
園
を
富
ま
せ
る
こ
と
が

(
九
)

で
き
る
。
た
と
え
こ
れ
を
一
個
人
が
遵
守
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
た
書
命
を
延
ば
し
生
命
を
衛
る
(
衛
生
)
こ
と
が
で
き
る
。

西
洋
人
の
日
常
の
飲
食
生
活
は
、
ど
れ
も
童
く
衛
生
の
這
理
(
衛
生
之
道
)
に
合
致
し
て
お
り
、
よ
っ
て
病
気
の
護
生
し
た
地
方
、
病
気

(

町

内

)

に
催
っ
た
人
に
封
し
て
慎
重
に
封
慮
す
る
だ
け
で
よ
い
。
ゆ
え
に
法
令
の
制
定
は
巌
し
け
れ
ば
最
し
い
ほ
ど
良
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
ふ
た
つ
の
例
は
、
『
衛
生
息
T

問
答
』
と
同
時
期
の
論
著
か
ら
無
作
震
に
抜
き
出
し
た
も
の
で
、
新
奮
混
同
の
特
徴
が
比
較
的
は
っ
き

り
と
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
首
時
の
人
々
は
「
衛
生
」
概
念
を
使
用
す
る
際
に
、
そ
の
醤
撃
と
の
関
係
に
つ
い
て
ま
だ
明
確
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な
認
識
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
衛
生
息
T

問
答
』
で
は
醤
皐
は
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
衛
生
向
晶
子
の
中
に
含
ま
れ
て

い
た
が
、
以
下
の
よ
う
な
言
い
方
は
、
衛
生
の
方
が
殴
酉
墜
に
包
含
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。(

打
)

一
に
衛
生
息
ア
、
:
:
:
二
に
全
腫
準
、
:
:
:
二
一
に
治
病
挙
。

そ
も
そ
も
西
醤
の
術
は
ま
た
一
端
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

具
睦
的
な
丈
脈
に
よ
っ
て
は
、
殴
酉
撃
と
衛
生
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
匝
別
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
こ
の
例
は
、
人
々
が
首
時
基

本
的
に
は
な
お
惇
統
の
時
期
と
同
じ
よ
う
に
、
衛
生
と
醤
皐
と
に
明
確
な
匿
分
を
設
け
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
我
々
は
こ
う
い
っ
た
用
法
が
出
現
し
た
意
義
を
軽
視
す
る
こ
と
も
決
し
て
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
の
用
法
は
、
も
は
や

西
洋
の
概
念
に
封
す
る
受
動
的
な
封
麿
で
は
な
く
、
中
国
人
が
、
西
洋
の
近
代
衛
生
を
は
じ
め
と
す
る
科
挙
知
識
を
消
化
吸
牧
し
た
基
礎
に
も

と
づ
き
、
停
統
的
な
概
念
を
再
利
用
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

同
時
に
、
こ
の
時
期
の
論
著
が
「
衛
生
」
を
用
い
る
際
に
は
、
以
下
に
奉
げ
る
よ
う
な
重
要
な
意
義
を
持
つ
現
象
が
み
ら
れ
る
。
第
一
に
、

「
衛
生
」
や
「
保
身
」
と
い
っ
た
言
葉
は
、
往
々
に
し
て
同
一
の
テ
l
マ
の
も
と
に
混
同
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
丁
一
帽
保
は
「
衛

生
向
学
」
を
「
保
養
身
龍
之
法
」
と
説
明
し
た
。
「
衛
生
説
』
の
よ
う
な
専
ら
近
代
の
衛
生
問
題
を
議
論
す
る
丈
章
中
に
も
「
保
身
之
法
」
「
養
生

(
お
)

之
理
」
と
い
っ
た
表
現
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
で
「
保
身
慎
疾
」
の
語
が
冠
せ
ら
れ
た
論
説
中
に
も
「
衛
生
家
」
「
家
用
衛
生
醤
書
」

(
内
)

と
い
っ
た
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
人
々
が
次
第
に
衛
生
と
保
身
と
い
っ
た
語
句
を
互
い
に
通
用
す
る
も
の
と
見
な
す
よ
う
に
な

っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
々
が
か
つ
て
「
保
身
」
と
い
う
言
葉
で
紹
介
し
、
説
明
し
た
、
近
代
衛
生
知
識
を
、
「
衛
生
」
の
内
福
の
う
ち

に
注
入
す
る
の
に
役
立
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
第
二
に
、
「
衛
民
生
」
、
「
保
衛
民
生
」
と
い
っ
た
表
現
で
「
衛
生
」
を
解
稗
し
た
り
、

「
衛
生
」
を
指
し
た
り
す
る
こ
と
が
増
え
始
め
た
。
例
え
ば
、
梁
啓
超
は
光
緒
二
三
年
(
一
八
九
七
)
の
丈
章
で
「
も
し
国
家
が
良
策
を
講
じ

て
民
衆
の
生
命
を
衛
り
(
街
民
生
)
、
醤
墜
を
解
き
明
か
し
て
薬
誤
を
防
い
だ
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
者
は
毎
年
二
了
四
高
人
を
下

(

印

刷

)

ら
な
い
o
」
と
言
及
し
て
い
る
。
後
に
は
、
よ
り
明
確
に
「
日
本
は
衛
生
・
潔
浮
の
諸
局
を
設
け
て
民
衆
の
生
命
を
衛
っ
て
い
か
(
街
民
回
一
」

583 

と
述
べ
て
い
る
。
同
時
期
の
「
崇
潔
説
」
と
題
さ
れ
た
文
章
で
は
、
清
潔
と
い
っ
た
衛
生
の
政
策
は
「
大
き
な
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
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584 

っ
て
園
政
を
見
つ
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
さ
い
面
で
言
え
ば
民
衆
の
生
命
を
守
る
(
衛
民
生
)
こ
と
が
で
き
る
。
遁
理
か
ら
言
っ
て
ま
さ
に

こ
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
な
の
だ
o

〔
つ
ま
り
官
が
管
理
す
べ
き
で
あ
(
か
」
と
考
え
て
い
る
o

「
衛
民
生
」
と
い
う
こ
の
言
い
方
そ
の
も
の
は
と

り
た
て
て
目
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、

さ
き
に
引
用
し
た
明
代
の
楊
士
奇
の
丈
章
中
に
も
「
衛
民
之
生
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、

そ
こ
で
の
「
衛
民
之
生
」
と
「
衛
人
之
生
」
は
賓
は
人
の
生
命
を
守
る
と
い
う
意
味
で
し
か
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
の
「
衛
民
生
」
は
そ
れ
と
は

異
な
り
、
往
々
に
し
て
国
家
と
枇
舎
の
責
任
を
強
調
す
る
際
に
出
現
し
、
「
民
」
が
指
す
の
は
も
は
や
個
人
や
抽
象
的
な
意
味
で
の
人
間
で
は

な
く
、
人
民
も
し
く
は
民
衆
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
は
明
白
で
あ
る
。
「
保
衛
生
命
」
か
ら
「
衛
民
生
」

へ
と
い
う
醇
換
は
「
衛
生
」
概
念
中
の

一
吐
合
性
を
際
だ
た
せ
た
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
人
々
は
近
代
的
な
意
味
で
こ
の
概
念
を
使
用
す
る
た
め
の
合
理
的
な
よ
り
ど
こ
ろ
を

見
つ
け
出
し
た
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
「
衛
生
皐
」
と
い
う
表
現
が
割
合
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
は
一
九

O
三
年
に
増
訂
さ
れ
た

『
漢
英
字
典
」
中
に
現
れ
る
だ
け
で
な
く
、

さ
き
に
畢
げ
た
よ
う
な
一
連
の
論
著
の
う
ち
に
も
現
れ
て
い
た
。
こ
の
言
い
方
が
出
現
し
た
こ
と

は
、
昔
時
の
人
々
が
す
で
に
衛
生
を
西
洋
、
近
代
科
撃
の
基
礎
の
上
に
打
ち
立
て
ら
れ
た
専
門
の
撃
問
で
あ
る
と
み
な
し
は
じ
め
、
主
に
養
生
を

指
す
惇
統
的
な
衛
生
と
匝
別
し
て
い
た
こ
と
を
表
す
だ
け
で
な
く
、
生
命
を
衛
る
と
い
う
文
字
通
り
の
意
味
か
ら
離
れ
て
、
近
代
衛
生
撃
の
基

礎
の
上
に
「
衛
生
」
概
念
を
抽
象
的
に
使
用
す
る
た
め
の
可
能
性
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
近
代
「
衛
生
」
概
念
の
最
終
的
な
形
成
に
と
っ
て
、
こ
の
十
数
年
間
は
惇
統
と
近
代
と
を
つ
な
ぐ
極
め
て
重
要

な
時
期
で
あ
っ
た
。

四

近
代
的
「
衛
生
」
概
念
の
確
立
(
一
九
O
五
|
一
九
一

) 

光
緒
一
一
一
一
年
(
一
九
O
五)、

日
本
を
は
じ
め
と
す
る
各
国
の
圃
家
衛
生
行
政
を
参
考
と
し
て
、
清
政
府
は
新
た
に
設
立
し
た
巡
警
部
警
保
司

に
「
衛
生
科
」
を
設
け
た
。
翌
年
に
は
巡
警
部
を
民
政
部
に
改
め
、
衛
生
科
も
衛
生
司
に
昇
格
し
「
防
疫
衛
生
、
毘
酉
薬
の
検
査
、
病
院
の
設
置

(
お
)

な
ど
の
庭
理
を
掌
っ
た
」
の
で
あ
っ
た
。
衛
生
司
の
設
置
は
あ
る
程
度
日
本
に
由
来
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
な
っ
て
こ
の
よ
う
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な
機
構
に
「
衛
生
」
と
い
う
名
を
冠
し
た
の
は
、
首
位
出
の
な
り
ゆ
き
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
た
と
え
手
本
と
し
た
も
の
が
日

本
で
は
な
く
西
洋
の
制
度
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
そ
の
機
構
に
は
「
衛
生
」
の
名
稀
が
使
わ
れ
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
と
は
い
え
、
衛
生
機
構
の
出
現
が
「
衛
生
」
概
念
の
饗
遷
に
輿
え
た
作
用
は
や
は
り
軽
覗
で
き
な
い
。
ま
ず
、
「
衛
生
」
と
い
う
言

葉
が
国
家
の
正
式
な
行
政
機
関
の
名
稽
と
な
っ
た
こ
と
は
、
国
家
が
こ
の
言
葉
を
新
た
な
意
味
で
用
い
る
こ
と
を
認
め
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、

「
衛
生
」
が
最
終
的
に
健
康
を
守
り
疾
病
を
珠
防
す
る
と
い
う
内
容
を
表
し
た
枇
舎
の
標
準
的
な
用
語
と
な
る
上
で
、
直
接
的
な
原
動
力
と
保

誼
と
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
衛
生
司
の
「
昌
薬
を
検
査
し
、
病
院
を
設
け
る
」
と
い
っ
た
職
掌
の
規
定
は
、
殴
亘
字
そ
の
も
の
で
は

な
く
醤
療
行
政
の
管
理
こ
そ
が
衛
生
行
政
の
重
要
な
組
成
部
分
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
、
こ
れ
に
よ
り
近
代
に
お
け
る
唐
義
の
衛
生
の
内
包

が
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

衛
生
機
構
の
設
立
が
近
代
的
「
衛
生
」
概
念
が
確
立
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
大
い
に
促
進
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
光
緒
末
年
か
ら
民
国
初
期

に
な
る
と
、
こ
の
時
期
に
編
纂
さ
れ
た
辞
書
か
ら
も
「
衛
生
」
概
念
の
完
成
形
を
容
易
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一九

一
年
に
出
版
さ

で
は
、
国
高
見
出
巾
、

ω
E
H
g
q
な
ど
の
関
連
す
る
語
柔
の
解
稗
に
も
と
か
ら
あ
る
「
保
身
」
や
「
保
生
」
と
い
っ
た

(
悩
)

言
葉
が
蔑
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
「
衛
生
」
が
際
だ
っ
た
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
は
も
は
や
明
白
で
あ
っ
た
。
先
に
引
い
た

れ
た
『
新
訂
英
漢
辞
典
』

『
辞
源
」

の
衛
生
に
閲
す
る
解
説
は
、
近
代
性
が
極
め
て
額
著
で
完
備
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
「
保
身
」
や
「
保
生
」
と
い
っ
た
語
は
も
は

や
こ
の
辞
典
に
は
収
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
「
養
生
」
の
解
説
も
近
代
衛
生
と
は
関
係
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
賓
は
い
ず
れ
も
、
近
代

衛
生
事
業
の
標
準
概
念
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
の
近
代
的
「
衛
生
」
概
念
が
鼠
に
確
立
し
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。

し
か
し
そ
れ
以
外
に
も
、
衛
生
概
念
の
確
立
は
少
な
く
と
も
以
下
の
二
つ
の
方
面
に
も
現
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
「
衛
生
」
概
念
の
使
用
が
普
及
し
始
め
た
。
「
衛
生
」
は
以
前
の
よ
う
に
エ
リ
ー
ト
知
識
人
だ
け
が
使
用
す
る
言
葉
で
は
も
は
や
な

く
、
「
奮
時
王
謝
堂
前
の
燕
、
飛
ん
で
尋
常
百
姓
の
家
に
入
る
」
が
ご
と
く
庶
民
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

585 

「
衛
生
」
が
公
文
、
告
示
、
日
用
醤
書
、
郷
土
志
と
い
っ
た
民
衆
と
密
接
に
関
係
す
る
丈
献
や
、
さ
ら
に
は
竹
校
詞
、
小
説
と
言
っ
た
通
俗
丈

十

129 

11 寸11 



L 」

法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
国
跡
部
中
日
宍
)
日
-

H

N

1

J

待

ー「

586 

向
学
作
品
に
至
る
ま
で
幅
贋
く
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
よ
く
現
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
現
在
出
版
さ
れ
て
い
る
清
末
の
蘇
州
と
天
津
の
商
合
目
指
案

(
お
)

に
は
、
近
代
衛
生
に
か
か
わ
る
公
丈
と
告
示
が
多
数
収
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
い
っ
た
丈
書
に
「
衛
生
」
が
頻
繁
に
出
現
し
て
い
る
。
清
末
に

(

山

川

)

出
版
さ
れ
た
上
海
の
各
方
面
の
吠
況
を
紹
介
し
た
賓
用
書
『
上
海
指
南
」
も
「
衛
生
章
程
」
の
項
目
を
設
け
て
い
る
。
同
時
期
に
護
行
さ
れ
た

惇
染
病
の
知
識
を
紹
介
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
衛
生
に
注
意
す
る
よ
う
人
々
に
忠
告
し
、
「
君
た
ち
下
層
川
労
働
者
は
的
晶
子
聞
が
な
い
の
で
、
衛

(
幻
)

生
が
い
っ
た
い
何
で
あ
る
か
を
知
ら
ず
、
と
も
す
れ
ば
苦
し
み
に
あ
う
の
で
、
ま
こ
と
に
憐
れ
む
べ
き
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、

で
は
上
水
道
、
水
路
の
閉
塞
、
病
院
と
い
っ
た
近
代
衛
生
に
閲
す
る
事
象
に
つ
い
て
言
及
す
る
際
に
は
、
均
し
く

(
紛
)

「
衛
生
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
竹
枝
詞
の
よ
う
な
民
間
丈
島
T

作
品
に
も
「
衛
生
」
と
い
う
言
葉
が
現
れ
て
い
た
。
例
と
し

首
時
の

『
上
海
郷
土
志
』

て
、
「
工
部
局
」
と
題
す
る
竹
枝
詞
を
見
て
み
よ
う
。

そ
の
名
は
工
部
、
西
洋
人
の
創
る
と
こ
ろ
、
し
き
り
に
告
示
を
張
っ
て
我
が
人
民
を
戒
め
る
。
衛
生
を
重
ん
じ
て
街
道
は
潔
く
、

(
叩
叩
)

清
掃
さ
せ
て
塵
ま
で
除
く
。

い
つ
も

も
っ
と
も
注
意
す
べ
き
は
商
務
印
書
館
が
光
緒
三
二
年
(
一
九
O
六
)
と
三
四
年
(
一
九
O
八
)
に
相
次
い
で
出
版
し
た
「
衛
生
小
説
」
|
|

『
殴
酉
界
現
形
記
』
(
郁
開
莞
著
)
と

(

川

川

)

え
な
い
が
、
「
衛
生
小
説
」
と
し
て
は
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
方
が
そ
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
。
前
者
は
「
小
引
」
で
「
衛
生
」
に
つ
い
て
言
及
し
て

『
醤
界
鏡
』
(
儒
林
警
陰
著
)
ー
ー
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
の
前
者
の
割
窃
と
い
っ
て
差
し
支

は
い
る
が
、
本
丈
で
そ
れ
ほ
ど
多
く
衛
生
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
後
者
は
そ
れ
と
は
異
な
り
、
第
一
回
を
「
聞
宗

明
義
講
生
理
」
と
改
め
、
第
六
回
も
「
張
善
人
入
夢
論
癌
疫
」
か
ら
「
張
善
人
衛
生
談
要
略
」
に
書
き
改
め
、
数
多
く
の
近
代
的
衛
生
知
識
を

加
え
た
。
例
え
ば
、
そ
の
中
の
一
節
に
は
こ
の
よ
う
に
あ
る
。

通
常
の
衛
生
の
法
則
に
い
た
っ
て
は
、
と
り
わ
け
疫
病
と
閲
係
が
あ
る
の
で
、

い
ま
試
み
に
大
事
な
何
貼
か
を
あ
な
た
が
た
に
聞
か
せ
て

差
し
上
げ
ま
し
ょ
う
。
第
一
に
不
潔
で
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
:
:
:
以
上
の
各
節
は
、
衛
生
の
大
略
を
す
こ
し
説
明
し
た
だ
け
に
過
ぎ

ま
せ
ん
が
、

し
か
し
な
が
ら
要
貼
は
こ
こ
に
言
い
蓋
く
さ
れ
て
お
り
、
あ
な
た
が
た
は
必
ず
し
っ
か
り
と
心
に
留
め
、
自
ら
賓
践
す
る
だ

十

11 

つd

寸11 



L 」

法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
国
跡
部
中
日
宍
)
日
-

H

N

1

J

待

ー「

け
で
は
な
く
、
世
の
人
々
に
も
康
く
勧
め
、
衛
生
の
這
理
を
人
々
に
理
解
さ
せ
れ
ば
、
疾
病
を
完
全
に
無
く
す
こ
と
は
無
理
と
し
て
も
最

(

川

出

)

終
的
に
そ
れ
を
減
ら
す
ヲ
」
と
は
で
き
る
で
し
ょ
う
。

近
代
的
な
「
衛
生
」
が
民
衆
に
密
接
に
か
か
わ
る
数
多
の
丈
献
中
に
出
現
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
概
念
が
民
間
世
舎
に
深
く
浸
透
し
、
次

第
に
日
常
用
語
の
一
部
分
と
な
り
始
め
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

第
二
に
、
衛
生
の
近
代
的
意
味
は
「
衛
生
息
ナ
」
を
媒
介
と
し
て
ま
す
ま
す
「
衛
生
」
概
念
に
緊
密
に
結
び
つ
き
は
じ
め
、
概
念
の
近
代
的

(
位
)

「
性
質
義
」
を
絶
え
聞
な
く
強
化
し
た
こ
と
は
、
人
々
に
そ
の
「
性
質
義
」
を
使
用
す
る
よ
う
促
し
、
徐
々
に
「
生
命
を
衛
る
」
も
し
く
は

「
養
生
す
る
」
と
い
う
本
来
の
意
味
を
弱
め
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
件
い
、
「
衛
生
」
も
も
は
や
動
詞
と
目
的
語
の
組
み
合
わ
せ
で
で
き
た
名
詞

と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
健
康
に
有
森
で
あ
る
と
い
う
候
件
を
満
た
す
賦
況
(
例
え
ば
清
潔
)
を
一
不
す
名
詞
に
徐
々
に
壁
化
し
た
。

例
え
ば
以
下
の
よ
う
に
。

も
と
も
と
〔
我
々
の
〕
賎
し
い
職
業
を
維
持
し
て
、
衛
生
に
有
盆
で
あ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
の
で
す
。
:
:
:
ひ
と
た
び
時
間
の
制
限
に

よ
っ
て
徐
裕
が
な
く
な
り
糞
便
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
、
ひ
ど
い
場
合
に
は
自
ら
糞
便
を
運
河
に
投
棄
し
て
ま
す
ま
す
水

、

、

(

川

町

)

を
汚
す
結
果
と
な
り
、
衛
生
に
妨
げ
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
衛
生
は
表
面
的
に
は
な
お
「
生
命
を
衛
る
」
と
解
轄
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
賓
際
に
は
、
肥
料
業
の
仕
事
は
汚
物
を
牧

集
す
る
こ
と
で
あ
り
、
直
接
の
結
果
と
し
て
は
生
活
環
境
の
清
潔
を
保
つ
だ
け
に
す
ぎ
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
の
衛
生
は
環
境
が
清
潔
で
あ

る
こ
と
を
表
す
名
詞
に
な
っ
て
い
る
と
理
解
で
き
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
例
に
よ
り
明
確
に
表
さ
れ
て
い
る
。

国
家
を
強
く
し
た
い
の
な
ら
、
か
な
ら
ず
人
民
の
健
康
を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
民
の
健
康
を
守
ろ
う
と
思
う
の
な
ら
、
か
な
ら

(
悦
)

ず
衛
生
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

587 

こ
こ
で
の
衛
生
が
清
潔
と
い
っ
た
人
民
の
健
康
を
保
全
す
る
行
矯
や
朕
況
を
指
し
て
い
る
の
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
る
。

例
で
使
わ
れ
て
い
る
衛
生
は
「
衛
生
皐
」
の
略
で
あ
っ
て
、
現
代
中
園
語
で
「
講
衛
生
」
と
い
う
言
い
方
が
常
用
さ
れ
る
前
開
れ
で
あ
る
と
言

一
方
で
、
以
下
の
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っ
て
良
い
。

上
海
に
何
年
か
住
ん
で
い
た
が
、
疫
病
が
流
行
し
て
い
る
の
を
見
て
、
殴
酉
這
が
腐
敗
し
衛
生
が
重
ん
じ
ら
れ
な
い
(
衛
生
之
不
議
)
こ
と

(
佑
)

に
心
を
い
た
め
、
わ
が
固
の
醤
療
界
の
吠
況
が
日
々
悪
化
し
て
い
く
こ
と
を
ひ
そ
か
に
嘆
い
た
の
で
あ
っ
た
。

(

川

刊

)

そ
の
性
質
義
が
絶
え
聞
な
く
額
在
化
す
る
に
し
た
が
い
、
「
衛
生
」
を
形
容
詞
と
し
て
用
い
る
賦
況
も
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
た
。
た
と
え
ば
、

「
西
洋
人
は
か
つ
て
我
々
中
国
人
は
衛
生
の
道
理
を
わ
き
ま
え
て
い
な
い
と
言
っ
て
い
た
。
:
:
:
こ
こ
ま
で
三
ヲ
ん
ば
、
私
は
同
胞
が
衛
生
的
な

(
引
)

法
則
(
衛
生
法
則
)
を
重
組
す
る
こ
と
を
願
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
」
の
よ
う
に
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
概
念
の
内
画
、
普
及
程
度
、

さ
ら
に
は
使
用
方
式
な
ど
い
ず
れ
の
面
に
お
い
て
も
、
「
衛
生
」
は
惇
統
か
ら
近
代
へ
の

轄
化
を
遂
げ
、
そ
こ
に
近
代
「
衛
生
」
概
念
の
確
立
が
表
さ
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
饗
化
の
過
程
は
、
新
し
い
知
識
を
惇
統

の
基
盤
に
翫
め
込
む
と
い
う
方
法
を
通
し
て
次
第
に
自
然
と
完
成
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
惇
統
と
き
っ
ぱ
り
断
絶
す
る
よ
う
な
現
象
は
ま
だ
現

れ
て
い
な
か
っ
た
。

ゆ
え
に
、
近
代
的
意
味
で
の
「
衛
生
」
は
停
統
の
要
素
が
全
く
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

し
か
も
こ
の
時

に
至
っ
て
さ
え
、

さ
ら
に
は
そ
の
後
に
及
ん
で
も
、
惇
統
的
な
意
味
で
「
衛
生
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
場
合
が
依
然
と
し
て
多
か
っ
た
。
そ

れ
だ
け
で
な
く
、
人
々
は
す
で
に
枇
舎
と
国
家
の
衛
生
に
封
す
る
責
任
を
普
遍
的
に
認
め
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
や
地
方
レ
ベ
ル
で

の
衛
生
行
政
が
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
か
、
あ
っ
た
と
し
て
も
微
弱
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
た
た
め
に
、
往
々
に
し
て
個

(
路
)

人
レ
ベ
ル
の
衛
生
の
重
要
性
を
も
強
調
し
た
。
し
か
し
以
前
と
は
異
な
り
、
た
と
え
個
人
の
衛
生
で
あ
っ
て
も
、
も
は
や
隣
人
や
一
吐
舎
が
口
を

出
さ
ず
に
済
む
私
事
で
は
な
く
、
一
吐
命
日
や
と
き
に
は
圃
家
が
各
種
の
衛
生
知
識
を
大
々
的
に
宣
惇
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
中
国
語
全
瞳
の
中
で
の
「
衛
生
」
の
近
代
性
は
、
純
粋
か
つ
鮮
明
と
い
う
に
は
明
ら
か
に
不
十
分
で
、

「
衛
生
」
の
含
む
意
味
は
往
々
に
し
て
人
々
に
混
沌
と
し
て
、
繁
雑
な
感
覚
を
輿
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
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中古

五
日

三
口

こ
れ
ま
で
述
べ
来
た
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
な
結
論
が
導
き
出
せ
る
。

ま
ず
、
東
ア
ジ
ア
世
界
で
近
代
衛
生
概
念
が
最
初
に
現
れ
た
の
は
日
本
で
あ
る
が
、
現
代
中
国
語
の
「
衛
生
」
を
単
純
に
日
本
語
起
源
の
言

葉
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
嘗
然
「
僑
調
来
臨
」
で
あ
る
と
も
言
え
な
い
。
賓
際
に
は
、
こ
の
言
葉
は
中
園
枇
舎
の
、
近
代
化
の
過

程
で
、
西
洋
衛
生
知
識
の
流
入
、
日
本
近
代
の
「
衛
生
」
用
語
と
衛
生
制
度
の
紹
介
、
さ
ら
に
は
中
国
士
人
に
よ
る
惇
統
の
再
解
稗
、
再
利
用

と
言
っ
た
様
々
な
要
素
が
複
合
的
に
作
用
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
を
追
う
ご
と
に
自
然
と
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
惇
統
か
ら
近
代
へ

の
愛
化
は
、
日
本
の
「
衛
生
」
の
影
響
を
大
い
に
受
け
て
は
い
る
が
、
同
時
に
あ
る
程
度
調
立
し
た
設
展
の
軌
跡
を
た
ど
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
近
代
「
衛
生
」
概
念
の
饗
動
は
、
お
お
む
ね
光
緒
初
年
か
ら
始
ま
る
。
日
清
戦
争
以
前
に
は
、
す
で
に
基
本
的
に
近
代
衛
生
概
念

が
備
え
る
べ
き
内
容
を
ひ
と
と
お
り
含
ん
だ
「
衛
生
」
が
個
々
の
文
脈
の
中
で
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
中
園
枇
舎
と

国
家
の
主
睦
的
な
追
求
に
よ
る
も
の
で
は
全
く
な
く
、
そ
の
影
響
の
及
ぶ
と
こ
ろ
も
、
基
本
的
に
直
接
洋
務
に
か
か
わ
る
個
別
の
せ
ま
い
領
域

に
限
ら
れ
て
い
た
。
全
樫
的
に
み
れ
ば
、
一
吐
舎
で
の
「
衛
生
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
に
は
ま
だ
根
本
的
な
壁
化
は
現
れ
て
お
ら
ず
、
こ
う
い

っ
た
愛
動
は
一
筋
の
伏
流
で
し
か
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
は
、

日
清
戦
争
以
降
に
は
、
日
本
の
影
響
が
強
ま
り
中
園
枇
舎
の
近
代
衛
生
事
業
に
封
す
る
姿
勢
も
次
第
に
能
動
的
に
な
っ
た
こ
と

に
よ
っ
て
衛
生
概
念
の
費
動
の
流
れ
も
表
面
化
し
、
近
代
的
な
意
味
を
持
つ
衛
生
概
念
が
中
園
人
の
著
作
の
中
に
ま
す
ま
す
多
く
現
れ
だ
し
た
。

そ
れ
と
同
時
に
、
丁
一
帽
保
の
『
衛
生
随
一
子
問
答
』
の
出
版
護
行
、
そ
し
て
「
衛
生
」
と
「
保
身
」
「
養
生
」
と
い
っ
た
言
葉
の
混
用
、
「
衡
民
生
」

と
い
っ
た
解
穫
の
出
現
、

お
よ
び
「
衛
生
息
ナ
」
と
い
っ
た
表
現
が
出
現
し
使
用
さ
れ
る
と
い
っ
た
現
象
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
は
、
近
代
衛
生
概

589 

念
の
確
立
に
お
い
て
惇
統
と
近
代
と
を
つ
な
ぐ
鍵
と
な
る
作
用
を
引
き
起
こ
し
た
と
言
え
よ
う
。

一
九

O
五
年
の
園
家
衛
生
行
政
機
闘
の
設
立
は
、
「
衛
生
」
が
健
康
を
ま
も
り
、
疫
病
を
珠
防
す
る
と
い
う
内
容
を
表
す
枇
舎
の
標

ま
た
、

十
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準
的
な
用
語
へ
と
護
展
す
る
の
を
、
さ
ら
に
後
押
し
し
た
。
「
衛
生
」
概
念
も
徐
々
に
エ
リ
ー
ト
だ
け
で
な
く
民
間
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
そ
の
う
え
衛
生
の
近
代
的
意
味
が
「
衛
生
」
概
念
上
に
日
を
追
っ
て
緊
密
に
結
び
つ
く
に
つ
れ
て
、
そ
の
近
代
的
「
性
質
義
」
は
絶
え

聞
な
く
強
ま
っ
た
。
清
末
民
初
に
い
た
っ
て
、
概
念
の
内
面
、
普
及
程
度
、
も
し
く
は
使
用
方
式
と
言
っ
た
面
か
ら
見
て
、
近
代
的
意
味
の

「
衛
生
」
概
念
は
既
に
確
立
し
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
饗
化
は
、
往
々
に
し
て
新
し
い
知
識
を
惇
統
の
土
蓋
の
上
に
は
め
込

む
方
法
を
通
し
て
、
徐
々
に
自
然
と
完
成
し
た
の
で
、
停
統
が
徹
底
的
に
清
算
、
捕
拭
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
た
め
に
清
末
以
降
の

「
衛
生
」
の
持
つ
意
味
は
相
官
複
雑
で
多
様
な
も
の
と
な
っ
た
。

最
後
に
、
「
衛
生
」
は
ど
う
や
っ
て
惇
統
の
殻
を
破
り
、
最
終
的
に
近
代
衛
生
を
表
す
標
準
概
念
と
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、

こ
こ
で
ま
た
簡
単
に
論
じ
て
お
き
た
い
。
第
一
、
「
衛
生
」
と
い
う
言
葉
の
惇
統
的
な
含
意
と
用
法
と
関
わ
り
が
あ
る
。
長
血
八
専
棄
が
感
じ
た

よ
う
な
「
衛
生
」
は
比
較
的
格
調
高
い
と
い
う
要
素
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
言
葉
は
意
味
の
含
む
と
こ
ろ
が
比
較
的
虞
く
て
暖
昧
で
あ
り
、
さ

ら
に
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
能
動
性
が
あ
る
、
と
い
う
特
徴
を
備
え
て
い
る
。
養
生
の
代
わ
り
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
養
生
に
は
備

わ
っ
て
い
な
い
含
意
を
も
含
ん
で
い
る
よ
う
だ
。
こ
の
貼
に
お
い
て
、
近
代
の
衛
生
と
大
饗
よ
く
似
て
い
る
。
ま
た
、
惇
統
に
お
い
て
も
、
衛

生
は
見
慣
れ
ぬ
言
葉
で
は
な
い
も
の
の
、
常
用
さ
れ
る
言
葉
と
ま
で
は
い
か
ず
、
そ
の
こ
と
が
、
人
々
が
こ
の
言
葉
を
借
用
し
て
再
解
稗
し
、

利
用
す
る
の
に
役
立
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
の
関
連
す
る
語
句
は
、
例
え
ば
養
生
は
養
の
含
意
が
あ
ま
り
に
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
、

近
代
衛
生
中
の
公
共
環
境
の
保
護
や
、
殴
酉
療
行
政
の
管
理
な
ど
と
い
っ
た
枇
曾
性
を
包
み
込
む
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
。
「
保
身
」
で
あ
れ
ば
、

字
面
上
の
解
棒
、
だ
け
な
ら
筋
が
通
っ
て
い
る
の
だ
が
、
古
典
で
は
「
明
哲
保
身
」
の
よ
う
な
身
瞳
の
健
康
と
は
全
く
闘
係
の
な
い
丈
脈
に
用
い

ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
受
け
入
れ
ら
れ
に
く
い
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
あ
る
種
偶
然
の
個
人
的
要
素
と
も
関
わ
り
が

あ
る
。
近
代
的
な
意
味
で
の
「
衛
生
」
が
ま
ず
は
フ
ラ
イ
ヤ
!
と
琴
隠
詞
人
の
採
用
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
は
、
ま
ち
が
い
な
く
一
定
の
偶

然
性
が
あ
っ
た
。
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
用
い
る
か
は
、
ど
う
し
て
も
個
人
の
好
み
に
左
右
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
「
衛
生
」
が
ひ
と
た
び
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
る
と
、

フ
ラ
イ
ヤ
l
が
特
に
好
ん
で
用
い
る
よ
う
に
な
り
、
徐
々
に
初
期
に
『
儒
門
醤
挙
』

で
用
い
ら
れ
て
い
た
「
保
身
」
な
ど

十
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の
用
語
の
座
を
奪
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
同
じ
時
期
に
超
元
盆
が
書
き
あ
ら
わ
し
た
多
く
の
謹
書
は
、
あ
い
か
わ
ら
ず
「
保
身
」
「
保
生
」

と
い
っ
た
言
葉
を
使
い
績
け
て
は
い
た
。
し
か
し
、
あ
い
に
く
フ
ラ
イ
ヤ
!
と
彼
の
課
し
た
書
物
が
昔
時
の
一
吐
舎
に
奥
え
た
影
響
は
そ
れ
を
凌

た
。
繰
り
返
し
述
べ
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

駕
す
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
第
三
は
、
日
本
の
「
衛
生
」
と
の
闘
係
で
あ
る
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
す
で
に
充
分
述
べ
て
き

591 

註(
1
)

陳
方
之
『
衛
生
曲
目
字
典
衛
生
行
政
』
(
上
海
、
商
務
印
書
館
、

三
四
年
)
第
二
三
頁
。

(
2
)

彰
文
組
『
盲
人
陪
馬
之
新
名
詞
』
(
東
京
、
秀
光
舎
、
一
九
一
五

年
)
第
一
六
四
一
七
五
頁
。

(
3
)

沈
岡
威
『
近
代
中
日
語
柔
交
流
史
|
|
新
漢
語
の
生
成
と
受
符
』

(
東
京
、
笠
間
書
院
、
一
九
九
四
年
)
第
一
一
五
一
二

O
頁。

(
4
)

鴻
天
聡
『
新
語
探
源
|
|
中
西
日
文
化
互
動
興
近
代
漢
語
術
語
的

生
成
』
(
北
京
、
中
華
書
局
、
二

O
O
四
年
)
第
五
九
九
六
O
一

百
九

(
5
)

劉
士
、
水
「
一
九
一
二

0
年
代
以
前
日
治
時
期
吉
司
零
時
間
酉
学
的
特
質
」

(
『
吉
室
湾
史
研
究
」
第
四
巻
第
一
期
、
一
九
九
七
年
)
第
一

0
0

一
O
二
頁
。

(
6
)

雷
鮮
麟
「
衛
生
魚
何
不
是
保
衛
生
命
|
|
民
園
時
期
男
類
的
衛
生
、

向
我
興
疾
病
」
(
『
蓋
湾
枇
曾
研
究
季
刊
』
第
五
四
期
、
二

O
O
四

年
)
第
一
七
五
九
頁
。

(
7
)
月
三
F

H
同

O
四

g
r
r
周
せ
鳴
き
汽
」
民
主
r
3
N
N
G
e
』
同
町
民

3
3
h
h
ミ
同
窓
~
h
b

bwN-礼

U
N
hミ
記
号
叫
J
之
品
川
百

lv。
ミ
(
リ
b
N
S
-
a

切

2ro-o可
e
dロ
2
2
2
q
o『 九

(υ

日正
0
5
5
p
o凹
印

w
N
0
2ヨ
と
く
に

3
5
l
N
O七
七
呂
仏
15λ
「

(
8
)

「
若
越
之
聞
大
道
、
警
猶
飲
薬
以
加
病
也
、
越
慰
問
衛
生
之
経
而

己
会
。
」
(
陳
鼓
庭
注
誇
『
円
壮
子
今
注
今
誇
』
雑
篇
・
庚
桑
楚
第
二
十

三
、
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年
、
第
五
九
九
頁
)

0

(
9
)

羅
竹
風
主
編
「
漢
語
大
詞
典
』
第
三
虫
色
(
上
海
、
漢
語
大
詞
典
出

版
刷
、
二

O
O
一
年
)
第
一

O
九
四
頁
。

(
日
)
重
複
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
一
部
は
「
衛
生
」
と

開
係
が
な
い
。
例
え
ば
、
人
名
で
あ
っ
た
り
、
「
某
衛
生
員
」
を
指

し
て
い
た
り
す
る
。
ま
た
闘
係
は
あ
る
も
の
の
、
「
善
衛
生
霊
」
「
普

衛
生
民
之
命
」
の
よ
う
に
「
衛
生
」
と
い
う
杷
倒
立
し
た
語
句
の
用
例

と
見
な
せ
な
い
も
の
も
あ
る
。

(
日
)
四
大
小
説
と
三
言
雨
拍
の
ほ
か
に
も
『
金
瓶
梅
』
、
『
醒
世
柄
縁

惇
』
、
『
児
女
英
雄
惇
』
、
『
柳
爾
志
異
」
、
「
儒
林
外
史
』
、
『
鏡
花
緑
町

『
一
一
一
侠
五
義
』
、
『
封
神
演
義
」
、
「
東
周
列
園
志
』
、
『
閲
微
草
堂
筆

記
』
等
の
小
説
を
含
む
。

(
ロ
)
「
宋
童
日
』
巻
六
回
「
鄭
鮮
之
惇
」

0

(
日
)
楊
士
奇
『
東
里
績
集
』
巻
一
四
「
墜
経
小
山
学
序
」

0

十
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(
U
)

彰
誼
章
『
蹄
撲
姦
叢
稿
』
巻
六
「
慣
疾
努
言
序
」
(
『
彰
文
敬
公
全

集
」
、
同
治
七
年
刊
本
)
第
一
四

a
頁。

(
日
)
唐
慢
微
『
詮
類
本
草
』
「
重
修
詮
類
本
口
早
序
」

0

(
凶
)
洪
適
『
盤
洲
文
集
』
巻
六
九
「
妻
子
保
安
主
円
詞
」
。

(
口
)
『
辞
源
』
(
上
海
、
商
務
印
書
館
、
一
九
一
五
年
版
)
巾
集
第
一

五
八
一
五
九
頁
。

(
時
)
陳
方
之
『
衡
生
向
学
奥
衛
生
行
政
』
、
第
八
二
頁
。

(
印
)
た
と
え
ば
、
川
原
汎
『
衛
生
皐
網
目
」
(
新
訂
四
版
)
(
東
京
、
宇

田
屋
醤
籍
商
応
、
一
九
O
二
年
)
第
二
頁
。
藤
浪
剛
一
『
日
本
衛
生

史
」
(
東
京
、
日
新
書
院
、
一
九
四
二
年
)
第
一
四
一
一
一
四
三
頁

な
ど
が
あ
る
。

(
鈎
)
長
輿
専
資
「
松
香
私
志
」
(
小
川
鼎
三
、
酒
井
シ
ヅ
校
注
『
松
本

順
白
惇
・
長
奥
専
粛
白
惇
』
、
東
京
、
平
凡
一
枇
、
一
九
八

O
年
)
第

二
一
三
三
五
頁
。
そ
の
ほ
か
に
小
野
芳
朗
『
清
潔
の
近
代
|
|

「
衛
生
唱
歌
」
か
ら
「
抗
商
グ
ツ
ズ
」
へ
』
(
講
談
壮
、
一
九
九
七

年
)
第
九
八
一

O
五
頁
も
あ
る
。

(
幻
)
藤
浪
剛
一
『
日
本
街
生
史
』
、
第
一
四
二
頁
。
劉
士
、
水
つ
清
潔
ヘ

ぷ
愉
生
U

白川ハ
H

保
健
。
|
|
日
治
時
期
蓋
湾
枇
舎
公
共
衛
生
観
念
之

蒋
総
長
」
(
『
官
室
湾
史
研
究
』
第
八
巻
第
一
期
、
二

O
O
一
年
)

0

(
幻
)
例
え
ば
、
光
緒
三
年
に
駐
日
公
使
と
し
て
来
日
し
た
何
如
意
も
こ

の
貼
に
気
づ
い
て
い
た
。
「
(
光
緒
三
年
十
月
丙
申
、
長
崎
)
俗
好
潔
、

街
衛
均
向
以
石
、
時
時
掃
様
。
」
(
何
如
埠
『
使
来
連
略
』
、
鍾
叔
河

主
編
『
走
向
世
界
叢
書
』
、
長
沙
、
岳
麓
書
院
、
一
九
八
五
年
、
第

九
一
頁
)

0

(
お
)
出
版
枇
校
鈷
『
郭
高
窯
日
記
』
第
三
巻
(
長
沙
、
湖
南
人
民
出
版

」

祉
、
一
九
八
二
年
)
第
二
二
九
三
二

O
頁。

(
弘
)
劉
雨
珍
「
日
本
図
志
・
前
一
づ
円
」
(
黄
謹
憲
『
H
本
図
志
」
、
上
海
、

上
海
古
籍
出
版
壮
、
二

O
O
一
年
影
印
版
、
第
一
九
二
三
頁
)

0

(
お
)
黄
遵
憲
『
日
本
図
志
』
虫
色
一
回
「
職
官
志
一
こ
、
第
一
六
回
頁
。

(
お
)
黄
違
憲
『
日
本
図
志
』
巻
一
四
「
職
官
志
一
こ
、
第
一
七
五
頁
。

(
幻
)
博
居
一
声
龍
「
誹
歴
日
本
園
経
飴
記
」
(
鍾
叔
河
主
編
『
走
向
世
界
叢

室
田
』
、
長
沙
、
昔
麓
来
日
院
一
九
八
五
年
)
第
一
二
五
百
円
。

(
お
)
沈
図
威
『
近
代
中
日
語
長
交
流
史
」
、
第
一
一
八
一
一
九
頁
。

(
却
)
沈
図
威
『
近
代
中
日
語
長
交
流
史
」
、
第
一
一
一

O
頁。

(
初
)
円
山
富
0
5
8
P
『
五
車
韻
府
』

(
h
H
)

宣
言
2
5ミ
ミ
暑
の
を
お
ミ

お
お
礼
阿
お
町
内
NL
ト
室
内
吉
町
内

)

a

呂田

2
0ゅ
の

r
E同
町
ロ
ロ
門
主
巳
任
。

同
O

ロ
o
g
E⑦
開
山
田
門
日
ロ
(
出
血
(
U
C

臣官山口一六印

T
Z
印印
U
5
1
T
T
4，
rcl

自
由

P
5
5
E
N
C
-
第
九
七
五
頁
。

(
訂

)
ω

君。
-
F
4
〈巳
5
5
回
一
編
誇
「
漢
英
韻
府
』
(
』
必

F
F片
足
円
き
ー

き
ミ
ミ
号
(
リ
宮
崎
刊
誌

-hshsh内
)
、
同
治
十
三
年
(
一
八
七
四
)
美

華
書
院
初
刊
本
、

ω}戸山口出
E
Y
〉

B
2
2ロ
P巾
目

r
-
B
E
Z
E
-

2
0
ロ
p
g
p
H∞句。リ一

O
五
回
頁
。

(
沼
)

4

〈
「
C

寸田口
roHι

『
英
華
字
典
』
(
同
誌
N
2
b
芸
人
。
~
日
刊
誌
ミ
ロ
ミ
8
1

き
ミ
さ
一
NHb

志
向
、
言
及
喜
一
九
民
芸
忌
コ
a
N
U
3
5
5
Q
H
N
S
)
ヨ
国
D

口問

問
。
ロ
間
口
白
々

po凹
印
ゆ
呂
志
叫
東
京
、
千
和
勢
出
版
部
、
束
京
美
華

書
院
、
一
九
九
六
年
復
刻
、
第
九
七

O
、
一
五
三
瓦
頁
。

(
お
)
『
格
致
略
論
・
論
人
類
性
情
出
火
源
流
』
(
侍
蘭
雅
輯
『
格
致
葉
編
』
、

光
緒
二
年
二
一
月
、
第
四

a

五
b
頁
)

0

(
川
社
)
海
得
蘭
[
町
H
O
F
H
H
尖
君
。
同

2
岳
山
口
色
撰
、
停
蘭
雅
口
語
、
超

一
花
盆
筆
述
『
儒
門
殴
西
島
千
』
忠
信
上
、
光
緒
二
年
刊
本
、
第
二

a

三
b

十

11 
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百ハ。

(
お
)
海
得
蘭
撰
、
停
蘭
雅
円
語
、
超
元
盆
筆
遮
『
儒
門
墜
島
ナ
』
附
巻

「憶
v
侠
要
二
百
」
、
第
一
旦
頁
。

(
お
)
花
之
安
[
何
百
丘
町
田
『
2
]
『
自
西
初
東
』
(
上
海
、
上
海
書
届
出

版
一
祉
、
二

0
0
二
年
)
第
四
七
頁
。

(
幻
)
嘉
約
翰
[
』
G
E
2
2
m
o
当
同
2
同
]
口
語
、
海
琴
氏
校
正
『
衛
生

要
旨
」
、
光
緒
九
年
刊
本
(
京
都
大
学
附
属
国
書
館
富
士
川
文
庫
所

刊
紙
)
、
第
三
四
b
|
一
一
一
五

a
頁。

(お
)
H
N
E
r
H出
o
m
g
E
w
同
憶
さ
N
R
足
。
も
町
、
三
台
官
官

H
C
∞
H
N印
ゆ

E
H

]
片
山
印

(
ぬ
)
「
批
閲
新
書
」
『
重
刻
化
墜
衛
生
論
』
(
『
格
致
葉
編
』
光
緒
十
七

年
春
季
)
第
四
四
b
頁
。

(
川
叫
)
惇
蘭
雅
誇
『
化
皐
衛
生
論
』
光
緒
七
年
格
致
葉
編
館
刊
本
(
京
都

大
島
ナ
附
属
国
書
館
富
士
川
文
庫
所
裁
)

0

(
H
U
)

琴
隠
詞
人
(
策
的
学
謙
)
の
序
文
で
は
こ
の
貼
に
つ
い
て
説
明
が
な

さ
れ
て
い
る
。
「
人
之
安
然
以
生
者
、
同
終
生
由
之
、
出
不
知
其
所

以
生
之
道
、
又
烏
知
所
以
就
安
利
避
危
殆
以
無
負
天
地
好
生
之
徳
。

至
有
技
其
生
、
寒
其
生
、
昧
昧
罵
而
不
知
所
悔
者
、
夫
宣
天
之
道
哉
。

此
圭
目
之
作
、
所
以
閥
人
之
聴
明
、
示
人
以
利
害
、
所
禅
誠
非
少
失
o
」

(
博
蘭
雅
語
『
化
事
衛
生
論
』
序
、
第
一
b
頁
)

0

(
必
)
H
f
吾
H
N
c
m
g
r
y
問
活
ば
吉
町
足
。
与
三
ε
4
3
H
H
∞
H
旧
日
王
揚
宗

『
停
蘭
雅
典
、
近
代
中
閥
的
科
学
啓
蒙
』
(
北
京
、
科
挙
出
版
一
吐
、
二

0
0
0年
)
第
六
二
|
六
四
頁
、
一
一
一
一
一
一
頁
。

(
必
)
史
本
守
[
固
め
門
官
界

ω日
)22H]
著
、
顔
永
京
語
『
同
時
業
要
国
見
』
、

光
緒
二
三
年
質
民
子
合
主
刊
本
、
第
二
一

a

一
二
b
、
一
四
b
頁
。

593 

」

(
仏
)
嘉
約
翰
円
語
、
海
琴
氏
校
正
『
衛
生
要
旨
』
「
凡
例
」
、
第
二
b
頁
。

(
釘
)
嘉
約
翰
口
語
、
海
琴
氏
校
正
『
衛
生
要
旨
』
、
第
三
四
b
一
二
五

丘
、
三
一
七

a

一
一
一
八
b
頁
。

(
必
)
月
三
『
同
O
m
a
r
-
ヨ
同
演
尽
き
円
足
。
俗
芸
N夕
日
)
E
H

(
釘
)
惇
蘭
雅
輯
『
居
宅
衛
生
論
』
一
七
、
光
緒
一
六
年
刊
本
、
第
一
二
三

b
頁。

(
必
)
月
三
『
同
O
m
a
r
-
ヨ
同
演
尽
き
円
足
。
れ
や
さ
N夕日)司

H
N
A
F
H
N印

(
必
)
孫
賓
指
一
『
忘
山
屋
日
記
』
(
上
海
、
上
海
古
籍
出
版
祉
、
一
九
八

三
年
)
第
一
四
五
頁
。

(
叩
)
「
格
致
新
報
』
第
一

O
冊
、
光
緒
二
四
年
四
月
一
一
一
日
、
第
一

O

頁。

(
日
)
惇
蘭
雅
語
『
幼
童
衛
生
編
』
「
序
」
、
光
緒
二

O
年
格
致
書
室
刊
本
、

第
一
頁
。

(
臼
)
博
蘭
雅
輯
『
居
宅
衛
生
論
』
一
回
、
第
二
九
b
頁
。

(
臼
)
博
蘭
雅
輯
『
格
致
葉
編
』
、
光
緒
一
七
年
春
季
、
第
四
一
b
頁
。

(
日
)
拙
稿
「
清
代
江
南
的
衛
生
観
念
和
行
潟
及
其
近
代
崩
変
動
初
探
」

(
「
清
史
研
究
』
二

O
O六
年
第
二
期
掲
載
橡
定
)
。

(
日
)
李
平
童
日
『
李
平
書
七
十
自
殺
』
(
上
海
、
上
海
十
u籍
出
版
枇
、
一

九
八
九
年
)
第
一
七
頁
。

(
日
)
「
勤
用
白
米
水
一
-
小
」
、
『
申
報
』
光
緒
一

O
年
五
月
一
一
一
日
、
第
二

-
一
頁
。

(
幻
)
こ
の
本
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
研
究
で
よ
り
詳
し
い
紹
介
が
な
さ

れ
て
い
る
o
H
N
Z
F
H
N
o
m
g
E
w
周
せ
も
さ
汽
足
。
俗
芸
N
H
H
3
・ロ叶

1

5
0
管
林
「
鄭
観
躍
的
道
救
出
品
想
及
其
養
生
之
這
」
(
「
嶺
南
文
史
』

二
O
O
二
年
第
四
期
)
第
五
八
百
円
。
鄭
洪
「
鄭
観
庭
的
墜
事
活
動

十
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L 

法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
国
跡
部
中
日
宍
)
日

-
H
N
1
J待

ー「

594 

血
ハ
殴
酉
皐
思
想
」
(
『
中
華
墜
史
雑
誌
』
二

O
O
二
一
年
第
四
期
)
第
二
三

一
二
三
六
頁
。

(
回
)
鄭
観
庭
『
盛
世
危
言
後
編
』
巻
一
「
這
術
」
(
夏
東
元
編
『
鄭
観

権
集
』
下
冊
、
上
海
人
民
出
版
壮
、
一
九
八
八
年
、
第
一
五

O
頁
)

0

(
印
)
鄭
観
庭
『
盛
世
危
言
後
編
』
巻
四
「
政
治
」
(
夏
東
元
編
『
鄭
観

謄
集
』
下
所
、
第
三
五

O
頁
)

0

(
削
)
鄭
観
庭
『
盛
世
危
一
言
』
(
夏
東
一
一
ん
編
『
鄭
叡
慮
集
』
上
所
、
上
海

人
民
出
版
祉
、
一
九
八
二
年
、
第
二
六
、
一
五
六
、
六
六
O

六
六

一一一百九)。

(
臼
)
日
本
の
衛
生
の
影
響
が
強
ま
り
、
中
国
枇
舎
の
近
代
衛
生
に
封
す

る
態
度
が
日
々
積
極
的
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
現
在

筆
者
は
「
中
園
近
世
的
糞
穣
慮
置
及
其
近
代
間
浸
透
|
|
策
論
近
代
公

共
衛
生
観
念
的
形
成
」
と
い
う
文
章
を
護
表
す
る
設
定
で
あ
る
。

(
位
)
こ
う
い
っ
た
用
語
を
使
、
つ
例
は
大
嬰
に
多
い
。
「
保
身
」
「
保
生
」

に
関
し
て
言
え
ば
、
一
九

O
O年
前
後
に
出
版
さ
れ
た
『
内
科
理

法
」
前
編
巻
五
「
保
身
法
」
(
虎
伯
撰
、
辞
高
第
口
語
、
超
一
万
盆
筆

述
、
江
南
製
造
局
光
緒
中
刊
本
)
や
『
保
全
生
命
論
』
(
古
蘭
肥
勅

撰
、
秀
耀
春
[
司

FHrゆ
え
可

T
E
2
]

口
語
、
越
元
盆
筆
述
、
光

緒
二
七
年
刊
本
)
と
い
っ
た
書
物
の
中
に
と
り
わ
け
集
中
し
て
現
れ

て
い
る
。
「
養
生
」
に
つ
い
て
は
、
『
皇
朝
経
世
文
統
編
』
に
収
録
さ

れ
る
「
論
養
生
」
な
ど
の
「
養
生
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
近
代
衛

生
事
業
を
議
論
す
る
文
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
部
之
裳
『
皇
朝
経

世
文
統
編
』
巻
九
九
「
格
物
部
五
・
聞
西
」
、
沈
雲
龍
主
編
『
近
代
中

園
史
料
叢
刊
績
編
』
七
二
|
七
一
九
、
墓
北
、
文
海
出
版
祉
、
一
九

八
O
年
、
採
光
緒
二
十
七
年
石
印
本
影
印
、
第
四
O
六

一

四

O
六

」

三
頁
)
。

(
臼
)
者
「
)
『
2
F
O
己
原
著
、
司
自
国
間
目
。
口
増
一
訂
「
新
増
英
華
字
血
ハ
』

(
h
b
t
R
E
s
n
q
H
。L
「
志
内
町
wNhNHhbhM
お
え
の
』
室
内
見

h
h
N
W
N
h
N
E
h
a
g
N
h
b

N
r
足
宅
内
』
宮
ミ
芸
人
足
喜
一
&
コ
w
N
M
U
3
3
5
2
5
3
5
2
)
、
那
須
雅

之
監
修
『
近
代
英
華
・
華
英
辞
書
集
成
』
第
七
省
、
東
京
、
太
空
刷
、

一
九
九
八
年
、
第
五
二
三
頁
。
ヨ
ド

D
r
R
r
E
原
著
、
企
英
語
書

館
増
訂
『
華
英
立
日
韻
字
典
集
成
』
(
込
町
お
札
口
b
S礼
の
ぎ
N
E町
、
さ

き
N
S
Q
S
h
b
ミ
ミ
E
ヨ

5
0
ω
)
、
那
須
雅
之
監
修
『
近
代
英
華
・
華

英
辞
書
集
成
」
第
一
一
巻
、
第
八
五
六
頁
。

(
悦
)
巧
「

o
r
R
r
H仏
原
著
、
町
百
口
四
月
口
増
一
訂
「
新
増
英
華
字
典
」

(
h
H
)礼
町
内

N。一おおミ。
L

『
HF
内
阿
見
h
p
h
」ずおお礼〔
u
b
5
2
内
ト
ミ
川
町
NhA尚
2

8
一NNb

NF
内
〉
除
去
b
a
ミ
主
人
足
む
豆
町
、
NWNHU3SNhwRN-aNS
戸-∞
mw
吋
)
、
那
須
雅

之
監
修
『
近
代
英
華
・
華
英
辞
書
集
成
』
第
八
巻
、
第
八
一
七
頁
。

(
日
)
者
下
与
え
宮
三
原
著
、
企
英
語
書
館
曾
訂
『
輩
英
音
韻
字
典
集

成
』
(
』
同
s
h
p
h
b
芸
人
9
5
2
H
Uさ
w
E
R
S
-
3
3
h
b比
三
号
室
、
H
5
0
ω
)
、

那
須
雅
之
監
修
「
近
代
英
華
・
華
英
辞
書
集
成
』
第
一
一
一
巻
、
第
一

四
O
八
頁
。

(
伺
)
任
諒
「
忘
山
鹿
日
記
・
前
一
三
一
円
」
、
孫
賓
市
町
一
『
忘
山
鹿
円
記
』
、
第
一

ー

l

一一百ハ。

(
訂
)
孫
賓
喧
『
忘
山
屋
円
一
記
』
、
第
二
二
一
、
一
四
五
頁
。

(
侃
)
孫
賓
喧
『
亡
。
山
出
血
円
一
記
』
、
第
三
四

O
、
一
二
七
五
三
七
六
、
一
一
一

九
六
三
九
七
頁
。

(ω)
孫
賓
蹟
一
『
忘
山
鹿
日
記
」
、
第
五
六
五
五
六
七
、
六
二
一
一
六

一
回
、
六
九
一
|
六
九
三
、
七
三

O
、
七
五
五
頁
。

(
同
)
丁
一
踊
保
『
時
隠
居
上
向
訂
年
謹
巴
(
『
北
京
国
書
館
館
戴
珍
本
年
譜

十
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法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
国
跡
部
中
日
宍
)
日
-

H

N

1

J

待

ー「

叢
刊
」
第
一
九
七
冊
、
北
京
、
北
広
岡
書
館
山
版
壮
、

年
)
第
七
七
七
八
頁
。

(n)
牛
亜
華
、
出
向
立
升
「
丁
一
脂
保
奥
近
代
中
日
間
西
皐
交
流
」
(
『
中
園
科

技
史
料
』
二

0
0
四
年
第
四
期
)
第
一
一
一
一
五
|
一
一
一
一
一
八
頁
。

(η)
彼
は
こ
の
時
期
に
は
ま
だ
日
本
語
を
皐
び
始
め
て
は
い
な
か
っ
た
。

(
丁
一
噛
保
『
時
隠
居
士
自
訂
年
譜
』
、
第
七
八
|
七
九
頁
)

0

(
ロ
)
丁
一
帽
保
『
衛
生
向
学
問
答
」
第
一
章
「
総
論
」
、
光
緒
二
七
年
重
刊

本
、
第
一

a
頁。

(
九
)
丁
一
脂
保
『
衛
生
事
問
答
』
第
一
章
「
総
論
」
、
第
四
b
頁。

(
お
)
「
化
且
宝
富
岡
山
干
論
」
(
部
之
裳
『
皇
制
経
世
文
統
編
』
巻
九
五
「
格

致
部
一
・
格
致
」
、
第
二
二
b
頁
)

0

(
同
)
陳
札
『
癌
疫
窪
乱
矢
口
問
』
(
光
緒
二
七
年
)
(
古
田
畑
章
校
刊
『
中
園

殴
亘
了
大
成
』
第
四
皿
刷
、
北
京
、
中
園
中
墜
士
円
籍
山
版
壮
、
一
九
九
五

年
、
第
七
O
六
頁
)
。

(η)
部
之
業
『
皇
朝
経
世
文
統
編
』
窓
九
九
「
格
物
部
五
・
墜
撃
・
西

警
」
、
第
四
O
一
O
頁。

(
何
日
)
部
之
業
「
皇
朝
経
世
文
統
編
』
巻
九
九
「
格
物
部
五
・
殴
西
皐
・
衛

生
説
」
、
第
四
O
五
八
頁
。

(
乃
)
「
保
身
慎
疾
努
三
口
」
(
光
緒
二
九
年
)
(
張
徳
養
纂
『
醒
日
清
心

録
」
巻
五
、
北
京
、
全
園
国
書
館
縮
微
文
献
中
心
、
二

O
O
四
年
、

第
一
冊
、
第
五
二
七
頁
)

0

(
制
)
梁
瞥
超
『
飲
泳
去
十
文
集
類
編
・
警
息
子
善
舎
序
』
(
東
京
、
下
河
漫

中
十
五
郎
、
一
九

O
四
年
刊
行
本
)
第
七

O
九
頁
。

(
別
)
梁
啓
超
「
地
球
人
事
記
」
(
『
清
議
報
」
第
四
一
冊
、
基
北
、
成
『
リ
人

出
版
壮
、
一
九
六
七
年
影
印
版
、
第
一
八
b
頁
)

0

一
九
九
四

595 

」

(
位
)
張
徳
葬
纂
『
曜
日
清
心
録
』
者
二
、
第
一
所
、
第
一
五
五
頁
。

(
出
)
劉
錦
藻
『
清
朝
績
文
献
通
考
」
巻
一
一
九
「
職
官
五
」
(
杭
州
、

淑
江
古
籍
山
川
版
枇
、
一
九
八
八
年
)
第
八
七
九
O

八
七
九
一
頁
。

(
但
)
「
新
一
訂
英
漢
鮮
血
ハ
」
(
と
と
ミ
台
ミ

F
E与
き
に

3
2
2
U片

き
さ
ミ

)
2
2
Z
2
日
F
O
(リ
D
E
B
O
H
ロ
5]
町
円
。
印
凶
リ
ピ
千
戸
。
戸
第

五
六
九
、
一

O
四
四
頁
。

(
お
)
「
蘇
州
商
合
同
棺
案
叢
編
(
一
九

O
五
年
一
九
一
一
年
)
』
第
一

輯
(
武
漢
、
華
中
師
範
大
同
学
出
版
祉
、
一
九
九
一
年
)
第
六
八
五
|

六
九
九
頁
。
『
天
津
商
曾
棺
案
蒙
編
(
一
九

O
三
一
九
二
)
」
下

朋
(
天
津
、
天
津
人
民
出
版
壮
、
一
九
八
九
年
)
第
二
二
七
四
|
二

二
八
一
二
頁
。

(
鉛
)
「
上
海
指
南
』
(
指
訂
四
版
)
巻
二
(
上
海
、
商
務
印
書
館
、
一

九一

O
年
)
第
二
六
b

一一一
O
b
頁。

(
釘
)
「
惇
染
病
四
要
扶
微
」
(
陳
修
園
編
著
『
陳
修
園
墜
書
七
十
二
種
』

第
四
班
、
上
海
、
上
海
書
底
、
一
九
八
八
年
、
第
二
五
三
二
頁
)

0

(
∞
∞
)
李
惟
清
『
上
海
郷
土
志
』
(
一
九
O
七
年
初
版
)
(
上
海
、

L

上
海
士
円

籍
出
版
祉
、
一
九
八
九
年
)
第
九

O
、
九
九
、
一

O
六
頁
。

(
約
)
願
安
主
人
『
福
江
商
業
市
景
詞
』
巻
一
(
一
九

O
六
年
初
版
)

(
顧
煩
権
編
著
「
上
海
洋
場
竹
校
詞
」
、

L

上
海
、
上
海
書
届
出
版
社
、

一
九
九
六
年
、
第
一

0
0頁
)

0

(
仰
)
後
者
は
主
人
公
の
名
前
と
出
身
地
こ
そ
前
者
と
異
な
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
以
外
の
ス
ト
ー
リ
ー
や
章
立
て
、
さ
ら
に
は
文
章
表
現
に
至
る

ま
で
ほ
と
ん
ど
同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
。

(
幻
)
「
堅
界
鏡
』
(
金
成
浦
、
啓
明
主
編
『
私
家
恥
蔵
小
説
百
部
」
第

七
十
六
巻
、
町
和
浩
特
、
遠
方
山
版
枇
、
内
蒙
古
大
向
学
出
版
一
吐
、
二

十
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L 

法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
国
跡
部
中
日
宍
)
日
-

H

N

1

J

待

ー「

596 

0
0
一
年
)
第
一
回
、
第
七
頁
、
お
よ
び
第
六
回
、
第
一
二
七
三
八
頁
。

(
児
)
性
質
義
と
は
語
句
に
合
ま
れ
る
事
物
の
性
質
を
去
す
意
味
の
こ
と
。

よ
り
具
懐
的
に
言
え
ば
、
恒
久
的
、
持
久
的
で
、
他
の
事
物
と
匝
別

す
る
特
徴
を
示
す
意
味
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
特
徴
義
と
も
言
、
っ
。

最
も
典
型
的
な
も
の
は
形
容
詞
の
性
質
義
で
あ
る
が
、
名
詞
や
一
部

の
動
詞
に
も
現
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
ば
、
銭
と
い
う
名
詞
に
は

「
固
く
て
丈
夫
で
あ
る
」
と
い
う
性
質
義
が
含
ま
れ
る
。

(
問
)
「
肥
塗
業
商
人
裏
呈
」
(
光
緒
三
四
年
二
月
)
(
『
蘇
州
商
舎
棺
案

叢
編
(
一
九

O
五
年
一
九
一
一
年
)
』
第
一
輯
、
第
六
九
一
頁
)
。

(
似
)
劉
庭
春
等
「
日
本
各
政
治
機
構
参
観
詳
記
」
(
劉
雪
梅
、
劉
雨
珍

編
『
日
本
政
法
考
察
記
』
、
上
海
、
上
海
占
籍
山
版
祉
、
二

O
O
二

年
、
影
印
光
緒
三
三
年
日
本
印
刷
本
、
第
三
二
八
頁
)

0

(
郎
)
郁
開
完
『
喜
界
現
形
記
』
(
石
家
荘
、
花
山
文
義
出
版
社
、
一
九

九
六
年
)
第
二
三
三
頁
。

(
%
)
名
詞
が
形
容
詞
に
醇
化
す
る
際
に
基
礎
と
な
る
の
は
名
詞
の
性
質

義
で
あ
る
。
性
質
義
の
強
弱
と
形
容
詞
に
轄
化
す
る
可
能
性
は
ま
さ

に
正
比
例
す
る
の
で
、
抽
象
名
詞
は
最
も
形
容
詞
に
韓
化
し
や
す
い
。

(
諦
景
春
「
名
詞
詞
類
韓
関
制
民
的
語
義
基
礎
及
相
関
問
題
」
、
『
中
園
語

文
」
一
九
九
八
年
第
五
期
、
第
三
六
八
三
七
七
頁
)

0

(
釘
)
儒
林
墜
隠
『
殴
酋
界
鏡
』
第
一
回
、
第
七
八
頁
。

(
侭
)
た
と
え
ば
、
清
末
の
惇
染
病
珠
防
に
関
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
は
、

公
衆
珠
防
の
方
法
に
つ
い
て
「
公
寂
預
防
法
、
無
非
隔
離
・
消
毒
・

清
潔
・
検
疫
四
端
、
此
奥
中
園
現
状
、
向
難
賓
行
之
、
姑
略
之
o
」

(
「
惇
染
病
四
要
扶
微
」
、
第
二
五
三
二
|
二
五
三
三
頁
)
と
言
及
し

て
、
個
人
の
議
防
に
重
黙
を
置
い
て
紹
介
し
て
い
る
。
前
述
の
衛
生

」

十

小
説
『
殴
酋
界
鏡
』
の
前
書
き
で
も
以
下
の
よ
う
に
明
言
し
て
い
る
。

「
説
到
此
問
、
我
不
得
不
望
我
的
同
胞
講
究
些
衛
生
法
則
、
那
公
共

衛
生
権
柄
是
在
官
紳
的
、
至
子
個
人
衛
生
、
只
要
我
自
己
時
時
刻
刻

研
究
、
就
得
了
。
」
(
『
墜
界
鏡
』
第
一
回
、
第
七
八
頁
)

0

〔謝辞〕

ま
ず
は
思
師
で
あ
る
夫
馬
進
先
生
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。
幻
世
紀
C
O
E
研
究
舎
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
園
際
秩
序

と
交
流
の
歴
史
的
研
究
」
第
三
回
園
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
束
ア

ジ
ア
に
お
け
る
前
近
代
と
近
代
の
一
接
貼
|
|
港
湾
都
市

|
|
」
(
二

O
O
五
年
一
月
八
日
・
九
日
)
に
お
い
て
護
表
の

機
舎
を
輿
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
、
本
稿
を
執
筆
す
る
直
接

の
動
機
と
な
り
ま
し
た
。
同
時
に
報
告
に
あ
た
っ
て
は
、
狭
間

直
樹
、
熊
月
之
、
伍
躍
、
小
漬
正
子
、
太
田
向
、
箱
田
恵
子
、

早
川
敦
等
の
各
氏
か
ら
数
多
く
の
手
助
け
や
助
一
三
一
円
を
い
た
だ
い

た
こ
と
に
大
愛
感
謝
い
た
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
議
表
を
終
え
て

聞
も
な
い
う
ち
に
、
京
都
を
訪
問
さ
れ
た
中
園
人
民
大
撃
の
黄

興
議
数
授
に
幸
い
に
も
お
曾
い
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
、

特
に
言
及
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
中
園
近
代
の
新
名
詞
に

つ
い
て
長
年
に
わ
た
り
研
究
さ
れ
、
多
く
の
成
果
を
お
持
ち
で

あ
る
先
生
と
二
日
間
に
わ
た
っ
て
語
り
合
う
こ
と
が
で
き
、
そ

の
際
に
先
生
か
ら
惜
し
み
な
い
助
言
を
頂
い
た
お
か
げ
で
、
研

究
の
情
報
、
構
想
、
資
料
の
使
い
方
な
ど
の
面
で
多
大
な
啓
設

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
謹
ん
で
感
謝
巾
し
上

げ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
に
誤
り
が
あ
れ
ば
責
任
は
す
べ
て

筆
者
自
身
に
あ
り
ま
す
。
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payment in silver itself was predicated of necessity on additional grain supply. At

least from the second half of the 16th century onward, the commodity that fulfilled

the demand is what is generally called surplus grain f~*. The term surplus grain

refers to the unused remainder of the grains collected as an additional tax to offset

the cost of shipping tribute grain. The existence of the surplus grain itself, on the

one hand, well represents the character of the Chinese governmental finance

system, which maintained its elasticity solely through such supplementary,

additional taxes. It can be surmised that the increase in the dispersal of silver

from the Taicang Treasury *~ following the second half of the 16th century gave

a great impetus to the outflow of surplus grain from Beijing, and ultimately it was

those directly involved in the governmental grain transport who responded nimbly

to the gap in demand. In a sense, what the expansion of silver economy signifies

was not just the development of purely spontaneous market economy, but a sort

of amalgam of free trade and command economy, which continues to exist over a

long period.

ON THE EVOLUTION OF THE CONCEPT OF WE/SHENG 1ir~

IN THE LATER QING DYNASTY

Yu Xinzhong

In studies of the modern history of Chinese sanitation, the evolution and the

differences of the implications of the concept of weisheng 1ir~ in history are an

issue that has raised a certain degree of concern but has not yet been clarified.

This study attempts to make a clear explanation of the concept of weisheng in the

later period of the Qing dynasty based on the literature and previous studies of

hygiene.

This study argues that in East Asia, even though the concept of eisei 1ir~
first appeared in Japan, the word weisheng, written J!1: in modern Chinese,

cannot simply be regarded as a loan word from Japanese. In fact, the concept

formed gradually and naturally under the force of various factors, such as the

entrance of western knowledge about sanitation, the import of the term eisei and

sanitation systems from Japan, and the re-interpretation and application of

traditions by Chinese intellectuals.

These changes in the concept had begun in the earlier Guangxu era. In the

period before 1894, in certain specific contexts, the concept weisheng had almost

-4-
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completely encompassed the connotations that it would have in modern times.

However, it did not have conspicuous influence, remaining basically an

undercurrent. After the Sino-Japanese War in 1894, with the increase of Japanese

influence on China and the gradual positive changes in Chinese society's attitudes

toward matters of modern sanitation, the undercurrent of change in the concept

weisheng began to come to the surface. The concept of weisheng in the modern

sense started to appear more and more frequently in Chinese literature. The

establishment of the national sanitation administrative institution in 1905 further

advanced the process in which weisheng became the standard social term that

implied protecting public health and preventing disease.

One could say that the modern concept of weisheng had already been

established both in terms of its connotations and popularity, as well as the manner

it was used by the end of the Qing dynasty and the beginning of the Republic of

China. However, this was an evolutionary process that was completed gradually

and naturally with new knowledge becoming embedded in the foundation of

tradition. Traditional ideas about sanitation remained intact; therefore the

implications of the concept of weisheng were mixed and varied after the late Qing.

In conclusion, this study also discusses briefly how the concept weisheng came into

prominence and finally become the standard term in the modern sense.
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