
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

咀
清
問
に
お
け
る
西
洋
科
学
の
輸
入

藪

内

清

【
要
約
】
明
清
間
に
、
耶
蘇
会
士
の
手
で
大
鐘
の
西
洋
科
学
技
術
が
輸
入
さ
れ
、
大
き
な
影
響
を
中
国
に
与
え
た
。
輸
入
さ
れ
た
分
野
は
か
な
り
多
方
面

に
わ
た
っ
た
が
、
天
文
学
と
数
学
が
中
心
で
あ
っ
た
。
明
末
に
『
崇
禎
暦
書
』
が
完
成
さ
れ
、
こ
れ
を
基
礎
に
、
清
初
に
改
暦
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
に
は

中
國
内
部
の
要
因
が
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
積
極
愚
な
海
外
進
出
の
時
代
に
あ
た
り
、
中
国
が
こ
う
し
た
世
界
的
な
動
き
の
中
に
ま
き
こ
ま
れ
た
た
め

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
西
洋
科
学
を
伝
え
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
師
で
あ
り
、
科
学
の
専
門
家
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
に
よ
る
輸
入
科
学

に
は
限
界
が
あ
り
、
さ
ら
に
典
礼
問
題
を
契
機
と
し
て
、
中
国
に
お
け
る
宣
教
師
は
孤
立
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
江
戸
時
代
に
お
い
て
薦
学
が
発
展
し

た
の
と
は
ち
が
っ
て
、
明
清
間
の
西
洋
科
学
の
輸
入
は
、
時
代
と
と
も
に
衰
え
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
玉
二
巻
三
号
　
一
九
六
九
年
五
月

明清間における西洋科学の輸入（藪内）

は
　
し
　
が
　
き

　
明
末
か
ら
清
朝
の
は
じ
め
に
か
け
て
、
主
と
し
て
耶
蘇
会
士
（
イ

エ
ズ
ス
会
土
）
の
努
力
に
よ
っ
て
西
洋
科
学
が
大
量
に
輸
入
さ
れ
た
。

こ
の
輸
入
が
中
国
の
文
明
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
、
従
来
の
歴
史
に
み

ら
れ
な
い
強
力
な
も
の
で
あ
っ
た
。
中
国
は
そ
の
地
理
的
環
境
か
ら

し
て
、
外
国
文
明
の
影
響
を
受
け
る
機
会
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。
も

ち
ろ
ん
そ
う
し
た
影
響
が
無
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
先
駈
時
代
の
こ

と
は
措
く
と
し
て
、
後
漢
時
代
に
仏
教
が
伝
来
す
る
よ
う
に
な
る
と
、

多
数
の
西
域
人
が
渡
来
し
、
多
方
面
に
わ
た
る
異
質
な
文
明
を
伝
え

た
。
そ
の
中
に
は
多
少
の
科
学
上
の
成
果
も
含
ま
れ
て
い
た
。
さ
ら

に
時
代
が
下
っ
て
霊
代
に
な
る
と
、
西
方
文
明
の
影
響
は
一
段
と
顕

著
に
な
っ
た
。
科
学
の
領
域
で
古
く
か
ら
高
次
の
発
達
を
遂
げ
た
天

文
学
の
分
野
で
は
、
唐
王
朝
の
王
立
天
文
台
を
主
宰
す
る
太
史
令
の

地
位
に
就
い
た
イ
ン
ド
人
天
文
学
者
が
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
を
通
じ
て

砂
糖
の
製
法
を
知
り
、
西
方
薬
物
の
知
識
に
よ
っ
て
医
療
の
面
に
影
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響
を
与
え
た
。
し
か
も
こ
の
時
代
は
、
西
方
科
学
が
中
国
に
伝
わ
っ

た
だ
け
で
な
く
、
中
国
の
文
明
が
西
方
に
伝
わ
る
と
い
う
、
相
互
的

な
交
渉
が
み
ら
れ
た
。
古
く
か
ら
開
発
さ
れ
て
き
た
製
紙
の
技
術
が
、

八
世
紀
の
半
ば
に
イ
ス
ラ
ム
諸
国
に
伝
わ
り
、
や
が
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
そ
の
著
し
い
例
で
あ
る
。
唐
代
に
は
、

西
方
と
の
交
通
は
絹
の
道
に
よ
る
陸
上
交
通
が
主
で
あ
っ
た
が
、
唐

末
か
ら
宋
の
時
代
に
も
な
る
と
、
い
よ
い
よ
海
上
交
通
が
盛
ん
と
な

り
、
イ
ス
ラ
ム
の
人
々
と
の
交
渉
が
生
れ
た
。
蒙
古
民
族
が
欧
亜
に

ま
た
が
る
大
帝
国
を
建
て
た
元
の
時
代
に
は
、
イ
ス
ラ
ム
と
の
交
渉

は
一
段
と
密
接
に
な
り
、
西
域
の
科
学
者
が
多
数
来
往
し
て
、
イ

ス
ラ
ム
科
学
の
輸
入
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
時
代
に
お
け

る
外
来
科
学
の
駈
響
も
、
明
清
閥
の
そ
れ
に
比
べ
る
な
ら
ば
、
決

し
て
顕
著
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
唐
よ
り
元
明
に
至

る
間
に
輸
入
さ
れ
た
イ
ン
ド
及
び
イ
ス
ラ
ム
の
科
学
は
、
中
国
在
来

の
も
の
と
か
な
り
異
質
で
あ
っ
た
が
、
全
般
的
な
レ
ベ
ル
か
ら
い
え

ば
、
両
者
の
間
に
大
き
な
相
違
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ

が
明
清
に
輸
入
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
科
学
は
、
中
国
の
そ
れ
に
比

べ
か
な
り
進
歩
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
中
国
へ
渡
来
し
た
宣
教

師
た
ち
は
か
な
り
高
い
科
学
の
訓
練
を
受
け
て
お
り
、
人
数
や
学
問

の
高
さ
の
点
で
従
来
と
は
ち
が
っ
た
著
し
い
影
響
を
与
え
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
も
、
ま
こ
と
に
当
然
と
い
え
よ
う
。
天
文
学
に
例
に
と

っ
て
い
え
ば
、
明
末
に
西
洋
天
文
学
の
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
と

も
い
う
べ
き
崇
禎
暦
書
の
漢
訳
が
行
わ
れ
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
た
改

暦
が
計
画
さ
れ
た
。
明
の
滅
亡
の
た
め
に
改
暦
は
実
行
さ
れ
な
か
っ

た
が
、
宣
教
師
た
ち
と
そ
の
仕
事
を
そ
の
ま
ま
受
け
つ
い
だ
清
朝
の

下
で
、
同
じ
計
画
の
下
で
順
治
二
年
に
西
洋
新
法
に
よ
る
改
暦
が
行

わ
れ
た
。
中
国
の
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
み
て
、
暦
法
は
国
家

の
大
典
で
あ
り
、
改
暦
は
重
要
な
国
家
の
行
事
で
あ
っ
た
。
唐
よ
り

元
明
の
あ
い
だ
に
も
、
西
方
の
天
文
学
者
が
高
い
地
位
を
与
え
ら
れ

た
り
、
西
方
の
方
法
に
よ
る
天
文
計
算
が
参
考
に
供
さ
れ
る
こ
と
は

あ
っ
て
も
、
暦
計
算
の
根
本
は
伝
統
的
方
法
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
清
朝
に
お
け
る
改
暦
は
、
西
洋
新
法
が
計
算
の
基
礎
と
な

っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
一
点
か
ら
み
て
も
、
明
清
間
の
科
学
輸
入

が
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
も
西
洋

科
学
の
輸
入
は
、
独
り
天
文
学
の
面
で
顕
著
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、

か
な
り
多
方
面
に
わ
た
っ
て
い
る
。
康
熈
年
間
に
フ
ラ
ン
ス
人
耶
蘇

会
士
の
手
で
中
国
全
土
の
測
地
七
言
が
行
わ
れ
、
つ
い
で
、
中
国
で

は
じ
め
て
近
代
的
な
地
図
、
す
な
わ
ち
「
郵
信
全
覧
図
」
の
完
成
を
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明清間における西洋科学の輸入（藪内）

み
た
こ
と
は
、
天
文
学
上
の
成
果
に
も
ま
さ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ

ら
に
技
術
の
面
で
は
、
明
清
間
に
耶
蘇
会
士
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
大

砲
が
作
ら
れ
、
戦
争
技
術
に
大
き
く
貢
献
し
た
こ
と
が
と
り
あ
げ
ら

れ
よ
う
。
ま
た
改
暦
と
な
ら
ん
で
、
新
し
い
天
文
観
測
器
械
が
製
作

さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
唐
よ
り
元
明
ま
で
に
輸
入
さ
れ
た
外

来
科
学
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
何
が
し
か
の
役
割
を
果
た
し
た
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
し
か
し
結
局
は
伝
統
の
中
に
埋
没
し
て
消

え
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
明
清
間
の
そ
れ
は
、
当
時
の
中
国

科
学
の
水
準
よ
り
高
く
、
中
国
の
伝
統
に
対
抗
す
る
だ
け
の
力
を
持

ち
、
後
々
ま
で
も
そ
の
影
響
力
を
残
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

西
洋
天
文
学
に
本
つ
い
て
行
わ
れ
た
暦
法
が
、
清
朝
を
通
じ
て
行
わ

れ
た
こ
と
に
象
微
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
中
国
在
来
の
歴
史

に
み
ら
れ
な
い
外
来
科
学
の
影
響
が
、
何
故
に
起
り
得
た
か
、
ま
た

そ
こ
で
紹
介
さ
れ
た
科
学
の
分
野
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、

ま
た
こ
の
影
響
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
で
あ
る
か
を
、
以
下
に

述
べ
て
み
よ
う
。

西
洋
科
学
輸
入
の
事
情

明
清
間
に
大
量
の
西
洋
科
学
の
輸
入
が
行
わ
れ
た
原
因
を
申
国
の

内
部
事
情
と
外
部
の
状
勢
に
分
け
て
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
後
者
に

つ
い
て
い
え
ば
、
十
五
世
紀
以
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
い
わ
ゆ
る
大
航

海
時
代
に
は
い
り
、
…
方
で
は
大
西
洋
を
わ
た
る
航
路
が
開
か
れ
て

ア
メ
リ
カ
新
大
陸
の
発
見
と
な
り
、
他
方
で
は
ア
フ
リ
カ
の
南
端
を

ま
わ
っ
て
イ
ン
ド
へ
の
航
海
が
開
け
、
十
六
世
紀
初
頭
に
は
ボ
ル
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ガ
ル
人
は
広
東
へ
往
来
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
政
府
は

ロ
ー
マ
法
王
に
よ
っ
て
ア
ジ
ア
進
出
の
権
利
を
保
障
さ
れ
た
が
、
海

外
伝
道
を
目
的
と
す
る
耶
蘇
会
士
は
こ
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
に
便
乗
を

許
さ
れ
て
ア
ジ
ア
地
域
に
渡
来
し
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ポ
ル
ト

ガ
ル
の
植
民
地
と
な
っ
た
イ
ン
ド
の
．
コ
ア
に
耶
蘇
会
の
本
拠
を
置
き
、

そ
こ
か
ら
は
じ
め
て
中
国
の
伝
道
に
や
っ
て
き
た
の
は
、
か
つ
て
日

本
へ
来
た
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
で
あ
っ
た
。
彼
は
中
国
大
陸

に
は
い
る
こ
と
が
で
き
ず
、
広
東
か
ら
少
し
離
れ
た
上
川
島
で
亡
く

な
っ
た
が
、
彼
の
意
志
を
受
け
つ
い
で
多
く
の
耶
蘇
会
士
が
中
国
に

渡
り
、
や
が
て
大
陸
に
は
い
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
初
期
の
耶
蘇
会

士
で
あ
り
、
西
洋
科
学
輸
入
の
面
で
も
大
き
な
業
績
を
あ
げ
た
マ
テ

オ
・
リ
ッ
チ
（
漢
名
利
爲
竃
）
は
万
暦
二
十
八
年
に
北
京
在
住
を
許

さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
た
明
朝
の
大
官
徐
光
啓
の
協
力
を
得

て
、
　
『
幾
何
原
本
』
を
は
じ
め
と
し
て
西
洋
科
学
書
の
翻
訳
を
は
じ
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め
た
。
耶
蘇
会
士
の
多
く
は
ヨ
コ
ロ
ヅ
パ
に
お
い
て
網
当
な
科
学
的

知
識
を
習
得
し
て
い
た
が
、
こ
と
に
マ
テ
オ
・
ゾ
ッ
チ
は
ロ
ー
マ
学

院
で
、
同
じ
く
耶
蘇
会
士
で
あ
り
、
十
六
世
紀
の
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
と

呼
ば
れ
た
著
名
な
数
学
者
ク
ラ
ビ
ウ
ス
よ
り
天
文
学
や
数
学
を
学
ん

だ
。
中
国
で
キ
リ
ス
ト
教
伝
導
を
は
じ
め
る
に
あ
た
っ
て
、
中
国
人

が
こ
と
の
ほ
か
天
文
学
に
深
い
関
心
を
示
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
天
文
学

の
す
ぐ
れ
た
知
識
を
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
国
人
の
尊
敬
を
か

ち
得
る
こ
と
を
知
っ
て
、
む
し
ろ
積
極
的
に
ヨ
ー
p
ッ
パ
科
学
の
紹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

介
を
伝
道
の
手
段
と
し
て
重
要
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
は
ロ
ー

マ
の
耶
蘇
会
本
部
に
対
し
、
科
学
的
知
識
の
深
い
耶
蘇
会
士
の
渡
来

を
要
請
し
た
た
め
、
そ
の
後
、
郡
玉
函
、
熊
三
抜
、
湯
若
望
な
ど
の
漢

名
で
知
ら
れ
る
有
名
な
人
々
が
渡
来
し
て
き
た
。
テ
レ
ン
チ
ウ
ス
の

ラ
テ
ン
名
で
知
ら
れ
る
郡
玉
織
は
医
学
者
、
数
学
者
と
し
て
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
人
物
で
、
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
の
リ
ン
チ
ェ
イ
・

ア
カ
デ
ミ
に
迎
え
ら
れ
て
会
員
と
な
っ
た
が
、
入
会
の
順
序
は
ガ
リ

レ
オ
に
次
ぐ
第
七
番
で
あ
っ
た
。
　
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
　
す
で

に
十
六
世
紀
の
半
ば
に
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
に
よ
る
地
動
説
の
提
唱
が
あ

り
、
郡
玉
上
と
同
時
代
の
ガ
リ
レ
オ
は
望
遠
鏡
を
天
体
観
測
に
と
り

入
れ
、
天
文
学
研
究
に
新
し
い
道
を
開
い
て
お
り
、
も
は
や
科
学
に

お
け
る
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
を
越
え
、
近
代
科
学
の
時
代
に
は
い
っ
て

い
た
。
従
っ
て
当
時
の
ヨ
…
μ
哩
．
パ
科
学
は
、
中
国
の
伝
統
的
科
学

に
比
べ
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
、
一
段
と
進
歩
し
て
い
た
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
科
学
の
優
秀
さ
と
い
う
も
の
が
、
耶
蘇
会
士
の
努
力
と
な
ら

．
ん
で
、
西
洋
科
学
の
輸
入
を
活
発
に
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
優
秀

な
科
掌
上
の
訓
練
を
経
た
宣
教
師
が
か
な
り
組
織
的
に
中
国
へ
送
り

こ
ま
れ
て
き
た
こ
と
も
、
輸
入
の
上
で
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
次
に
中
国
自
体
の
中
に
西
洋
科
学
を
受
け
入
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
原
因
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
全
般
的
に
い
っ
て
明

代
は
学
問
の
衰
微
し
た
時
代
と
受
け
と
ら
れ
て
い
る
。
中
国
の
学
問

に
お
い
て
中
心
と
な
る
儒
学
に
し
て
も
、
苗
代
の
朱
子
学
は
明
代
に

は
い
っ
て
ま
す
ま
す
空
疎
化
し
、
実
践
を
説
く
王
陽
明
の
】
派
が
出

た
け
れ
ど
も
、
学
問
の
本
流
か
ら
は
離
れ
て
い
た
。
清
朝
の
考
証
学

は
、
そ
う
し
た
明
代
の
学
問
の
空
疎
化
に
対
す
る
反
動
と
し
て
生
れ

た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
か
つ
て
京
都
大
学
の
シ
ナ
学
を
創
始

し
た
著
名
な
学
者
た
ち
も
、
明
代
の
儒
学
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
関
心

を
示
さ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
学
問
の
衰
微
は
、
ま
た
科
学
の
分
野

に
も
み
ら
れ
た
。
例
え
ば
数
学
に
つ
い
て
い
え
ば
、
金
・
元
の
交
に

中
国
流
の
代
数
学
と
知
ら
れ
る
天
元
術
が
創
始
さ
れ
る
が
、
こ
の
天
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元
術
を
理
解
す
る
学
者
は
明
代
に
は
全
く
な
く
、
天
元
術
は
一
時
そ

の
伝
承
を
絶
た
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
天
文
学
の
分
野
で
は
、
明
の

大
統
暦
は
元
の
授
時
暦
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
に
段
々
に
誤
差
が
積
も
り
、
時
代
と
と
も
に
計
算

と
現
象
と
の
差
違
が
国
立
っ
て
き
た
。
こ
と
に
日
月
食
の
予
報
は
し

ば
し
ば
誤
っ
た
が
、
改
暦
へ
の
努
力
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

王
洋
は
そ
の
原
因
を
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ま
ず
第

…
の
原
因
と
し
て
、
古
法
に
拘
泥
す
る
明
王
朝
の
保
守
性
を
挙
げ
、

第
二
の
原
因
と
し
て
曇
天
役
人
の
無
知
、
第
三
と
し
て
鰯
度
の
弊
害

を
指
摘
し
て
い
る
。
も
と
も
と
暦
法
の
学
問
は
民
間
で
の
学
習
が
禁

止
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
無
能
な
司
天
役
人
を
民
間
人
に
よ
っ
て
概
さ

か
え
よ
う
と
し
て
も
、
と
う
て
い
で
き
な
か
っ
た
の
が
、
明
代
で
の

実
情
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
正
し
い
暦
法
に
よ
っ
て
改
暦
を
行
う
提

案
が
行
わ
れ
た
が
、
事
実
上
そ
れ
だ
け
の
暦
学
者
が
朝
野
を
通
じ
て

み
あ
た
ら
な
か
っ
た
。
滅
亡
の
危
機
を
迎
え
た
明
末
の
時
期
に
、
徐

光
啓
が
改
暦
を
唱
え
た
の
は
、
暦
法
が
国
家
の
大
典
と
い
う
古
来
の

政
治
思
想
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
正
し
い
暦
法
を
行
う
こ

と
が
政
治
の
危
機
を
救
う
所
以
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ

る
。
し
か
し
改
暦
を
行
う
に
し
て
も
、
中
国
人
学
者
の
中
に
適
任
者

を
求
め
得
な
い
と
い
う
の
が
、
当
時
の
実
情
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
し

て
も
伝
統
を
重
ん
ず
る
中
国
に
お
い
て
、
西
洋
天
文
学
に
よ
っ
て
改

暦
を
行
う
と
い
う
計
画
が
は
じ
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
徐
光
啓
の
努
力

に
よ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
明
末
と
も
な
る
と
、
そ
こ
は

か
と
な
く
世
界
の
新
し
い
動
き
が
知
識
人
の
あ
い
だ
に
感
得
さ
れ
て

い
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
い
え
よ
う
。

　
明
代
に
お
け
る
学
問
の
衰
徴
は
、
明
末
に
い
た
っ
て
上
昇
に
向
つ

た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
清
朝
の
考
証
学
は
、
す

で
に
明
宋
の
顧
炎
武
に
お
い
て
そ
の
先
駆
者
を
見
出
す
ご
之
が
で
き

る
。
科
学
の
面
に
も
、
事
情
は
や
は
り
同
「
で
あ
る
。
西
洋
科
学
書

の
翻
訳
は
、
同
時
に
漢
人
学
者
に
大
き
な
刺
激
を
与
え
た
。
す
で
に

万
暦
年
聞
に
は
李
時
期
に
よ
る
『
本
草
綱
鼠
』
が
出
版
さ
れ
た
し
、

崇
禎
年
闘
に
は
宋
応
仁
の
『
天
工
開
物
』
が
書
か
れ
、
き
わ
め
て
顕

著
な
業
績
が
科
学
技
術
書
に
お
い
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

二
　
輪
入
科
学
の
内
容

　
明
清
間
に
輸
入
さ
れ
た
西
洋
科
学
を
、
ま
ず
そ
の
分
野
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

述
べ
る
。
量
的
に
い
え
ば
、
天
文
学
が
第
一
位
で
あ
る
。
そ
れ
と
い

う
の
も
中
国
的
な
政
治
理
念
か
ら
い
っ
て
、
暦
法
を
重
視
し
た
か
ら
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で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
西
洋
科
学
が
輸
入
さ
れ
た
時
、
ま
ず
天
文
学

か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
と
、
全
く
事
祷
は
似
て
い
る
。
天
文
学
に
次
ぐ

も
の
は
数
学
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
江
戸
時
代
の
日
本
と
は
対
胱
的

で
あ
る
。
日
本
で
は
元
禄
時
代
に
関
孝
和
が
出
て
、
中
国
数
学
か
ら

発
展
し
た
「
和
算
」
が
大
成
さ
れ
、
そ
れ
が
高
次
な
発
達
を
遂
げ
た

こ
と
が
、
か
え
っ
て
西
洋
数
学
の
輸
入
を
妨
げ
る
障
害
と
な
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
明
末
の
こ
ろ
に
は
『
幾
何
原
本
』
の
漢
訳
に

は
じ
ま
り
、
代
数
学
を
紹
介
し
た
『
同
文
算
指
』
　
の
漢
訳
が
行
わ

れ
、
あ
い
つ
い
で
三
角
法
や
対
数
計
算
が
輸
入
さ
れ
た
。
数
学
へ
の

愛
好
は
中
国
人
の
国
民
性
に
深
く
根
ざ
し
た
も
の
の
よ
う
で
、
清
朝

末
期
に
西
洋
科
学
の
再
輸
入
が
行
わ
れ
た
時
に
も
、
数
学
雲
が
大
量

に
漢
訳
さ
れ
た
。
数
学
は
自
然
科
学
の
基
礎
と
な
る
重
要
な
学
科
に

は
相
違
な
い
が
（
富
国
強
兵
を
意
図
し
て
西
洋
科
学
を
輸
入
し
た
清

末
の
時
代
に
、
大
量
の
数
学
輸
入
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
何
と
し
て

も
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
失
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
と
も
か

く
、
以
上
の
よ
う
な
天
文
学
、
数
学
な
ど
の
分
野
の
ほ
か
、
明
清
闘

に
輸
入
さ
れ
た
科
学
の
分
野
は
、
測
量
学
、
力
学
、
水
力
学
を
は
じ

め
、
機
械
製
作
な
ど
の
技
術
の
分
野
に
及
ん
で
い
た
。
そ
の
多
く
は

中
園
の
伝
統
科
学
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
従
来
全
く

み
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
比
較
的

新
し
い
十
六
世
紀
ご
ろ
の
知
識
が
伝
わ
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
康
煕
四

十
七
年
（
一
七
〇
八
）
か
ら
は
じ
ま
っ
た
中
国
全
土
の
測
量
と
地
図

の
製
作
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
測
地
技
術
が
投

入
さ
れ
た
。
こ
の
測
地
事
業
に
参
加
し
た
耶
蘇
会
士
は
、
フ
ラ
ン
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
ル
イ
十
四
世
の
命
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
十
七
世

紀
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
測
地
事
業
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
測
地
学
は
フ
ラ

ン
ス
の
科
学
と
呼
ば
れ
た
。
後
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
当
時
、
地
球
の

大
き
さ
を
精
確
に
測
鼓
し
、
そ
れ
を
規
準
に
し
て
メ
ー
ト
ル
法
の
制

定
を
行
っ
た
の
も
、
十
七
世
紀
以
来
の
成
果
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
西
洋
科
学
を
伝
え
た
耶
蘇
会
士
た
ち
は
、
す
ぐ

れ
た
科
学
上
の
習
得
を
行
っ
て
き
た
と
は
い
え
、
新
し
い
研
究
を
生

涯
の
仕
事
と
考
え
る
科
学
者
で
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
彼
ら
が
伝
え

た
西
洋
科
学
に
も
、
自
ら
限
界
が
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
近
代

科
学
が
よ
う
や
く
そ
の
勃
興
期
を
迎
え
、
新
し
い
研
究
が
次
々
に
行

わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
が
、
耶
蘇
会
士
に
よ
る
紹
介
が
そ
う
し
た
進
歩
に

追
い
つ
け
な
か
っ
た
こ
と
も
当
然
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
彼
ら
が
カ
ト

リ
ッ
ク
教
の
宣
教
師
で
あ
る
以
上
、
ロ
ー
マ
法
皇
庁
の
命
令
に
従
わ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
、
輸
入
科
学
の
内
容
を
制
約
す
る
原
因

6　（330）



明清間における西洋科学の輸入（藪内）

と
な
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
は
宗
教
が
す
べ
て
を
支
配
し
た
時

代
で
あ
っ
て
、
学
問
さ
え
も
き
び
し
い
統
制
を
受
け
た
。
そ
う
し
た

名
残
り
は
、
十
六
世
紀
に
な
っ
て
も
依
然
と
し
て
強
か
っ
た
。
十
六

世
紀
半
ば
に
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
が
唱
え
た
地
動
説
は
、
ロ
ー
マ
法
皇
庁

に
よ
っ
て
異
端
と
し
て
禁
止
さ
れ
、
こ
の
学
説
を
支
持
し
た
ガ
リ
レ

オ
が
法
皇
庁
の
弾
圧
を
受
け
た
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
と
科
学
の

闘
争
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
中
国
に
渡
来
し
た
耶
蘇
会
士
が
古
い
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
流
の
宇
宙
観
を
紹
介
し
、
ま
た
天
文
学
説
に
お
い
て

も
地
動
説
に
ほ
と
ん
ど
言
及
し
た
か
っ
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。
清
初
に
『
崇
禎
暦
書
』
を
改
編
し
て
で
き
た
『
西
洋
新
法
暦

書
』
に
、
湯
要
望
は
『
暦
法
西
伝
』
の
一
書
を
加
え
た
。
そ
の
中
で

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
が
ギ
リ
シ
ャ
の
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
説
を
修
正
し
て

新
し
い
天
文
書
六
巻
を
発
表
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
も
と
よ
り
こ
の

天
文
書
六
巻
は
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
が
地
動
説
を
説
い
た
『
天
球
の
回

転
に
つ
い
て
』
で
あ
る
が
、
こ
の
書
物
が
や
は
り
天
動
を
説
く
と
し
、

地
動
説
の
書
で
あ
る
こ
と
を
故
意
に
隠
蔽
し
て
い
る
。
明
答
の
耶
蘇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

会
士
に
は
稀
に
地
動
説
を
説
い
た
も
の
が
あ
り
、
こ
と
に
測
地
事
業

に
参
加
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
耶
蘇
会
士
た
ち
は
、
す
で
に
地
動
説
を
十

分
に
承
知
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
地
動
説
が
中
国
書
の
中
で
は

っ
き
り
書
か
れ
た
の
は
十
八
世
紀
半
ば
で
あ
っ
て
、
紹
介
老
は
フ
ラ

ン
ス
耶
蘇
会
士
特
需
仁
で
あ
っ
た
。
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
ド
イ
ツ
生
れ
の

耶
蘇
会
士
戴
進
賢
は
乾
隆
六
年
（
一
七
四
一
）
に
『
暦
象
考
成
後
編
』

を
出
版
し
、
　
ケ
プ
ラ
ー
に
よ
る
楕
円
軌
道
説
を
伝
え
た
。
　
ケ
プ
ラ

ー
の
説
は
す
で
に
一
六
〇
九
年
に
発
表
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
も
と
よ

り
太
陽
中
心
説
に
本
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
戴
進
賢
は
楕
円
軌
道
説

に
よ
っ
て
太
陽
と
月
の
運
動
を
計
算
し
た
が
、
こ
の
二
天
体
の
運
動

を
論
ず
る
ば
あ
い
に
は
、
地
球
を
中
心
と
す
る
天
動
説
と
し
て
取
扱

う
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
て
新
し
い
地
動
説
は
長
く
紹
介
さ
れ
な

い
ま
ま
で
あ
り
、
し
か
も
蒋
友
仁
に
よ
る
紹
介
も
簡
単
で
あ
っ
て
、

地
動
説
は
中
国
人
の
あ
い
だ
で
ほ
と
ん
ど
注
目
を
ひ
か
な
か
っ
た
。

　
地
動
説
の
提
唱
は
西
洋
天
文
学
史
に
お
け
る
画
期
的
な
事
件
で
あ

り
、
～
般
思
想
界
に
も
甚
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
衆
知
の
事
実

で
あ
る
。
十
八
世
紀
に
も
な
る
と
、
地
動
説
は
依
然
と
し
て
ロ
ー
マ
法

王
庁
で
は
異
端
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
多
く
の
学
者

た
ち
は
地
動
説
の
正
し
さ
を
確
信
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ

ク
教
の
僧
侶
た
ち
の
多
く
も
、
も
は
や
地
動
説
を
信
じ
な
い
わ
け
に

は
ゆ
か
な
か
っ
た
。
戴
進
駐
が
こ
と
さ
ら
に
地
動
説
に
言
及
し
な
か

っ
た
の
は
、
一
つ
に
は
地
動
説
の
紹
介
が
い
た
ず
ら
に
中
国
人
の
あ
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い
だ
に
混
乱
を
ま
き
起
す
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
清
朝

の
学
者
、
嘉
元
の
『
疇
人
伝
』
に
、
將
辞
意
が
地
動
説
を
説
い
た
こ

と
に
ふ
れ
、
宣
教
師
た
ち
は
過
去
に
天
動
説
を
主
張
し
、
ま
た
こ
れ

と
反
対
な
地
動
説
を
説
き
、
そ
の
論
旨
は
一
貫
性
を
欠
く
と
し
て
非

難
し
て
い
る
。
中
国
人
の
あ
い
だ
に
、
学
説
は
絶
え
ず
更
新
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
科
学
が
進
歩
す
る
と
い
う
理
解
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
宣
教
師
た
ち
は
自
己
の
立
場
を
有
利
に
す
る
た
め
の
手
段
と
し

て
西
洋
科
学
を
紹
介
し
た
の
で
あ
っ
て
、
中
国
入
の
反
感
を
ま
き
起

す
よ
う
な
行
為
は
極
力
つ
つ
し
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
伝

え
た
西
洋
科
学
の
中
心
が
天
文
学
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
中
国
人
の
関

心
と
一
致
し
た
た
め
で
あ
る
。
中
国
人
の
科
学
的
知
識
を
レ
ベ
ル
ア

ッ
プ
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
彼
ら
の
目
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
鰯
約
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
嚇
．
パ
に
お
け
る
科
学
の
進
歩
が
、

そ
の
ま
ま
に
中
国
に
反
映
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
明

末
の
こ
ろ
に
は
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
か
な
り
新
し
い
諸
種
の

科
学
知
識
が
中
国
に
伝
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
六
一
〇
年
の
こ

ろ
ガ
リ
レ
オ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
天
体
観
測
に
使
わ
れ
た
望
遠
鏡
は
、

い
ち
は
や
く
中
国
に
伝
え
ら
れ
、
湯
若
望
に
よ
っ
て
『
遠
鏡
説
』
が

書
か
れ
た
。
そ
れ
以
前
に
、
陽
鷹
諾
の
『
天
間
略
』
に
は
ガ
リ
レ
オ

の
発
見
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
木
星
の
衛
星
、
土
星
の
輪
、
銀
河
が
多

く
の
星
か
ら
成
る
事
実
な
ど
が
、
い
ち
早
く
紹
介
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

三
漢
訳
書
の
原
本

　
明
清
間
に
漢
訳
さ
れ
た
西
洋
科
学
書
の
原
本
が
何
で
あ
る
か
を
追

求
す
る
こ
と
は
、
ま
た
興
味
あ
る
研
究
テ
1
マ
で
あ
る
。
耶
蘇
会
士

が
そ
れ
ぞ
れ
に
西
洋
科
学
書
を
携
え
来
た
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
が
、
明
末
に
一
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
帰
任
し
た
耶
蘇
会
士
金
尼
閣

が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
信
者
た
ち
の
援
助
に
よ
っ
て
七
千
部
に

及
ぶ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
出
版
の
書
物
が
中
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
は
、

注
欝
に
値
す
る
事
件
で
あ
っ
た
。
耶
蘇
会
士
及
び
他
派
の
宣
教
師
が

個
人
的
に
も
た
ら
し
た
も
の
、
及
び
金
穴
閣
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
大

量
に
運
び
来
た
っ
た
も
の
は
、
何
回
か
の
災
害
、
こ
と
に
義
和
団
団

件
に
お
け
る
焼
失
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
な
り
な
都
数
が
保
存
さ
れ

て
い
る
。
戦
前
に
は
北
京
に
建
て
ら
れ
て
い
た
四
教
会
の
一
つ
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

る
北
堂
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
北
京
図
書
館
に
移
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
宣
教
師
の
も
た
ら
し
た
原
書
に
は
科
学
書
も
多
く
、
こ
れ
ら

が
漢
訳
書
の
原
本
に
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
明
末
の
漢

人
学
者
楊
廷
箔
は
、
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
が
訳
し
た
書
物
が
潜
算
に
限
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ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
こ
れ
ら
七
千
部
の
原
書
を
多
方
面
に
わ

た
っ
て
漢
訳
し
よ
う
と
企
て
た
が
、
こ
れ
は
十
分
に
成
功
し
な
か
っ

⑨た
。
し
か
し
『
靴
墨
奇
器
図
説
』
の
如
き
は
、
そ
う
し
た
計
画
の
中

か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
（
、
た
。

　
と
こ
ろ
で
漢
訳
書
の
原
本
を
一
つ
一
つ
同
定
す
る
作
業
は
、
ま
だ

十
分
に
進
ん
で
い
な
い
が
、
そ
の
二
、
三
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。

ま
ず
利
鵬
餐
が
最
初
に
口
授
し
、
徐
光
啓
が
潜
物
に
ま
と
め
た
『
幾

何
原
本
』
六
巻
は
、
十
六
世
紀
の
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
と
呼
ば
れ
た
ク
ラ

ビ
ウ
ス
が
編
纂
し
た
ユ
ー
ク
ツ
ッ
ド
幾
何
学
書
の
漢
訳
で
あ
っ
た
。

利
薦
賢
が
か
つ
て
ロ
…
マ
学
院
で
学
ん
だ
時
の
先
生
で
あ
っ
た
こ
と

は
す
で
に
述
べ
た
が
、
彼
は
ま
た
ガ
リ
、
レ
オ
の
理
解
者
で
あ
り
、
一

五
八
二
年
に
行
わ
れ
た
現
行
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
作
製
に
貢
献
し
た
有

名
な
学
者
で
あ
っ
た
。
ク
ラ
ビ
ウ
ス
の
著
書
は
、
そ
の
教
え
を
受
け

た
耶
蘇
会
士
た
ち
の
愛
読
書
で
あ
り
、
そ
の
幾
つ
か
が
漢
訳
さ
れ
た
。

ヨ
レ
ロ
ッ
パ
の
代
数
学
を
紹
介
し
た
『
同
文
愈
愈
』
と
か
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
流
の
宇
宙
観
を
紹
介
し
た
『
乾
坤
体
義
』
な
ど
が
、
そ
れ

で
あ
る
。
　
『
乾
坤
体
心
』
は
十
三
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
天
文
学
者
サ
ク

ロ
ボ
ス
コ
の
本
に
ク
ラ
ビ
ウ
ス
が
注
釈
を
加
え
た
も
の
が
原
本
と
な

っ
て
い
る
。
サ
ク
ロ
ボ
ス
コ
の
天
文
書
は
、
そ
れ
ほ
ど
良
書
と
も
思

え
な
い
が
、
盛
ん
に
版
を
重
ね
た
本
で
あ
り
、
十
八
世
紀
に
な
っ
て

か
ら
も
ま
だ
出
版
を
み
た
。
こ
の
『
乾
坤
体
心
』
と
よ
く
似
た
内
容

の
も
の
に
、
江
戸
時
代
に
向
井
這
松
の
注
釈
を
加
え
た
『
乾
坤
弁
説

』
な
る
一
害
が
あ
る
。
こ
の
書
物
の
原
本
は
最
近
に
な
っ
て
明
か
に

さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
日
本
で
の
伝
導
に
従
事
し
て
い
た
ペ

ト
ロ
・
ゴ
メ
ス
が
著
述
し
た
『
天
球
論
』
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ

の
著
述
に
は
ク
ラ
ビ
ウ
ス
の
サ
ク
ロ
ボ
ス
コ
注
釈
書
が
有
力
な
参
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

書
と
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
漢
訳
書
は
、
　
そ
の
原
本
が
ほ
ぼ
一
種
で
あ
る

が
、
郡
玉
函
の
手
で
編
訳
さ
れ
た
『
遠
西
奇
器
図
説
』
は
、
十
五
・

六
世
紀
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
機
械
書
か
ら
適
宜
集
録
し
た
も
の

で
、
多
く
の
著
述
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。
こ
う
し
た
漢
訳
書
と
そ
の

原
本
と
の
同
定
の
問
題
は
、
な
お
今
後
の
研
究
に
ま
た
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
明
清
間
に
は
十
五
・
六
世
紀
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

科
学
技
術
が
か
な
り
広
範
囲
に
紹
介
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
清
朝
に

は
い
る
と
、
さ
ら
に
新
し
い
知
識
が
伝
わ
っ
た
こ
と
は
、
戴
進
賢

に
よ
る
ケ
プ
ラ
ー
の
楕
門
説
の
紹
介
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
ま
た

範
囲
の
拡
大
に
つ
い
て
い
え
ば
、
康
煕
帝
の
時
代
に
解
剖
書
の
翻
訳

が
あ
っ
た
こ
と
が
特
筆
さ
れ
る
。
こ
の
解
剖
書
は
デ
ン
マ
ー
ク
の
医
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学
者
ト
ー
マ
ス
・
バ
ル
ト
リ
ン
の
書
（
一
六
七
七
年
、
ラ
イ
デ
ン
刊
）

に
フ
ラ
ン
ス
人
学
者
ピ
エ
ー
ル
・
デ
ィ
オ
ニ
ス
の
書
（
一
六
九
〇
年
、

パ
リ
刊
）
の
説
を
交
え
た
も
の
で
、
　
康
煕
三
十
八
年
に
来
朝
し
た
耶

蘇
会
士
巴
今
明
の
手
に
よ
っ
て
訳
さ
れ
た
。
　
『
欽
定
各
体
部
録
』
と

い
う
の
が
そ
の
書
で
あ
る
が
、
満
州
語
訳
の
写
本
が
作
ら
れ
、
そ
の

一
部
が
日
本
に
現
存
す
る
。
こ
の
種
の
解
剖
酵
は
、
風
教
に
害
が
あ

る
と
い
う
理
由
で
、
秘
本
と
し
て
宮
廷
に
と
ど
め
ら
れ
、
　
一
般
へ
の

普
及
は
つ
い
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
か
つ
て
康
熈
帝
が
マ
ラ
リ
ヤ
に

罹
っ
た
時
、
耶
蘇
会
士
は
キ
ニ
ー
ネ
の
服
用
を
す
す
め
て
大
い
に
信

用
を
博
し
た
こ
と
は
あ
る
が
、
医
学
の
薦
に
お
け
る
寺
入
は
ほ
と
ん

ど
み
る
べ
き
も
の
が
な
か
っ
た
。
天
文
学
や
数
学
を
中
心
と
し
て
、

西
洋
科
学
の
輸
入
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
以
上
に
述
べ
た
と
お
り
で

あ
る
。

四
　
西
洋
科
学
輸
入
の
影
響

　
些
末
か
ら
清
初
の
康
煕
罫
書
の
こ
ろ
に
か
け
て
は
、
中
国
人
学
者

の
あ
い
だ
で
西
洋
科
学
の
研
究
が
行
わ
れ
た
。
も
と
よ
り
漢
訳
書
を

手
が
か
り
と
す
る
研
究
で
あ
る
が
、
少
数
で
は
あ
っ
た
が
、
す
ぐ
れ

た
理
解
者
が
現
わ
れ
た
。
天
文
学
の
分
野
に
お
け
る
王
山
導
や
寄
文

鼎
な
ど
は
、
そ
の
代
表
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
西
洋
科
学
の
刺
激
を
受

け
て
、
伝
統
的
な
中
国
科
学
の
研
究
に
も
新
し
い
情
熱
を
か
き
た
て

た
。
し
か
し
す
で
に
康
煕
の
初
年
以
来
、
保
守
的
な
漢
人
官
僚
の
あ

い
だ
が
ら
西
洋
科
学
、
こ
と
に
そ
の
中
心
と
な
る
天
文
学
に
対
す
る

反
対
運
動
が
は
じ
ま
り
、
そ
れ
を
契
機
に
し
て
康
煕
閥
年
に
耶
蘇
会

士
へ
の
弾
圧
が
は
じ
ま
り
、
そ
の
多
く
は
広
東
に
遮
放
さ
れ
、
有
力

な
寛
教
師
は
北
京
で
捕
え
ら
れ
た
。
西
洋
科
学
の
中
心
人
物
で
あ
っ

た
湯
若
望
は
つ
い
に
獄
死
す
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
ま
も
な
く
、
漢

人
学
者
の
無
能
が
知
ら
れ
る
に
及
ん
で
、
西
法
に
よ
る
暦
計
算
が
耶

蘇
会
土
の
手
に
ま
か
さ
れ
、
湯
若
望
の
後
継
者
と
な
っ
た
南
懐
仁
は

暦
計
算
を
主
宰
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道

は
著
し
く
制
限
を
受
け
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
耶
蘇
会
士
の

ほ
か
に
他
派
の
宣
教
師
が
多
数
渡
来
す
る
に
及
ん
で
、
耶
蘇
会
と
の

あ
い
だ
に
、
い
わ
ゆ
る
典
礼
問
題
が
起
っ
た
。
耶
蘇
会
で
は
儒
教
に

お
け
る
祖
先
崇
拝
を
宗
教
行
為
で
な
い
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
改
宗

者
に
祖
先
崇
拝
を
そ
の
ま
ま
認
容
す
る
態
度
を
と
っ
て
き
た
が
、
他

派
の
宣
教
師
た
ち
は
反
対
の
立
場
を
と
っ
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
典

礼
問
題
で
あ
る
。
康
煕
四
十
三
年
に
祖
先
崇
拝
を
認
め
な
い
立
場
を

と
る
ロ
ー
マ
法
王
の
特
使
が
来
朝
し
、
康
煕
帝
と
意
見
の
対
立
を
招
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い
た
。
年
下
元
年
に
キ
夢
ス
ト
教
伝
道
は
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
、
耶

蘇
会
士
の
来
朝
さ
え
も
著
し
く
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ

暦
計
算
の
仕
事
は
、
阿
片
戦
争
の
は
じ
ま
る
直
蔚
ま
で
、
耶
蘇
会
士

の
手
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
康
煕
帝
の
時
代
に
は
、
徐
々
に
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
弾
圧
が
進
行
し

た
と
は
い
え
、
康
熈
帝
自
身
は
西
洋
科
学
に
深
い
関
心
を
持
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
耶
蘇
会
士
を
宮
廷
に
招
い
て
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
を
学

ん
だ
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。
ま
た
ロ
シ
ア
と
の
国

境
協
定
に
あ
た
っ
て
耶
蘇
会
士
の
力
を
借
り
た
ほ
か
、
中
国
全
土
の

測
量
を
行
わ
せ
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教

伝
道
が
禁
正
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
宣
教
師
た
ち
に
皇
帝
側
近
の
家
臣

と
い
う
立
場
は
い
っ
そ
う
強
め
ら
れ
、
一
般
民
衆
と
の
接
触
は
絶
た

れ
た
。
こ
の
こ
と
は
西
洋
科
学
の
普
及
へ
の
道
を
制
限
す
る
こ
と
に

つ
な
が
っ
た
。

　
雍
正
か
ら
乾
隆
へ
と
進
む
に
つ
れ
、
事
態
は
い
っ
そ
う
悪
化
し
、

西
洋
科
学
の
孤
立
化
は
い
よ
い
よ
明
か
と
な
っ
た
。
等
号
時
代
に
お

け
る
儒
学
の
復
興
は
目
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ

て
中
華
思
想
の
高
揚
と
な
っ
た
。
西
洋
科
学
さ
え
も
、
そ
の
説
が
か

つ
て
中
国
に
存
在
し
た
と
い
う
説
さ
え
生
れ
た
。
西
洋
の
暦
算
学
に

深
い
理
解
を
も
っ
た
梅
文
鼎
で
さ
え
、
大
地
を
球
形
と
す
る
地
球
説

は
、
す
で
に
漢
代
の
渾
天
説
に
説
か
れ
た
と
し
、
　
ま
た
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
九
重
天
説
は
先
貸
の
『
楚
辞
』
に
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
と

述
べ
た
。
そ
の
後
、
代
数
学
の
音
訳
阿
爾
熱
巴
拉
は
東
来
法
を
意
味

し
、
代
数
学
は
も
と
も
と
中
国
に
生
れ
、
そ
れ
が
東
よ
り
西
に
伝
わ

っ
た
と
い
う
説
が
癒
え
ら
れ
た
。
代
数
学
の
原
語
は
ア
ラ
ビ
ア
語
ア

ル
・
ジ
ャ
ブ
ル
か
ら
導
か
れ
た
が
、
こ
れ
は
方
程
式
に
お
い
て
数
値

を
一
方
か
ら
他
方
へ
移
項
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
が
、
恐
ら
く
こ
れ

が
誤
っ
て
東
来
法
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

西
洋
科
学
に
対
し
て
さ
え
、
伝
統
の
中
国
科
学
を
高
く
評
価
す
る
こ

と
が
行
わ
れ
、
も
は
や
爾
洋
科
学
へ
の
関
心
は
段
々
に
薄
れ
て
い
っ

た
。　

以
上
の
よ
う
に
明
末
か
ら
清
初
に
か
け
て
の
西
洋
科
学
の
輸
入
は
、

結
果
的
に
は
十
分
な
結
実
を
得
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
新
し
い
ヨ
ー

p
ッ
パ
科
学
の
輸
入
は
阿
片
戦
争
以
後
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が

清
末
さ
ら
に
民
国
初
年
へ
と
つ
な
が
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
い
ま
明

清
間
の
科
学
輸
入
を
、
江
戸
時
代
の
そ
れ
と
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

日
本
の
ば
あ
い
、
十
六
世
紀
の
末
期
か
ら
は
じ
ま
っ
た
西
洋
科
学
の

紹
介
は
、
主
と
し
て
耶
蘇
会
士
の
手
で
行
わ
れ
、
こ
の
ば
あ
い
に
は
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ほ
と
ん
ど
断
片
的
な
知
識
が
日
木
人
の
あ
い
だ
で
知
ら
れ
た
に
過
ぎ

な
か
っ
た
。
や
が
て
鎖
國
が
は
じ
ま
り
、
専
ら
中
悶
を
通
じ
て
各
種

の
学
問
が
知
ら
れ
る
状
態
が
つ
づ
い
た
。
し
か
し
十
八
世
紀
の
末
か

ら
蘭
学
が
勃
興
し
、
オ
ラ
ン
ダ
語
を
日
本
人
自
ら
が
学
び
、
原
書
を

通
じ
て
西
洋
科
学
を
学
ぶ
こ
と
が
積
極
的
に
行
わ
れ
た
。
中
国
で
は

十
七
駐
紀
に
お
い
て
大
量
の
科
学
書
が
漢
訳
さ
れ
、
西
洋
科
学
を
学

ぶ
上
に
大
き
な
便
宜
を
得
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
洋
天
文
学
に
本

つ
く
暦
法
の
採
用
を
除
い
て
、
あ
ま
り
大
き
な
影
響
を
受
け
な
い
ま

ま
つ
い
に
衰
亡
の
一
途
を
た
ど
っ
て
し
ま
っ
た
。
中
国
と
日
本
と
を

比
較
し
た
ば
あ
い
、
幾
分
時
代
の
先
後
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
酒
や

は
り
社
会
状
態
の
相
違
と
い
う
も
の
が
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
中

国
の
ば
あ
い
に
は
、
　
　
般
に
学
問
全
体
が
宮
廷
を
中
心
と
し
た
学
者

の
独
占
で
あ
っ
て
、
民
衆
と
の
接
触
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
そ
う
し

た
学
者
さ
え
も
、
伝
統
文
化
の
研
究
に
甘
ん
じ
て
、
外
来
の
学
問
に

対
し
積
極
的
な
姿
勢
を
示
さ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
日
本
の
ば
あ
い

に
は
、
一
般
民
衆
の
閥
か
ら
す
ぐ
れ
た
西
洋
科
学
の
理
解
者
が
生
れ

た
。
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
長
崎
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
唯
一
の
窓
で

あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
留
学
す
る
天
下
の
俊
秀
は
、
江
戸
時
代
を
通
じ

て
跡
を
絶
た
な
か
っ
た
。
中
国
の
ば
あ
い
、
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
が
禁

止
さ
れ
た
後
に
も
、
広
東
を
中
心
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
窓
は
開
か
れ

て
い
た
。
し
か
し
そ
こ
で
は
経
済
的
な
貿
易
は
行
わ
れ
た
け
れ
ど
も
、

新
し
い
科
学
の
輸
入
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

　
十
九
世
紀
半
ば
、
す
な
わ
ち
阿
片
戦
争
以
後
に
お
い
て
外
国
入
が

中
国
へ
来
往
す
る
こ
と
が
自
由
に
な
っ
た
後
に
も
、
依
然
と
し
て
西

洋
科
学
の
紹
介
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
、
特
に
新
教
宣
教
師
の
手
に
委
ね

ら
れ
、
そ
れ
を
理
解
し
た
中
国
人
学
者
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
を
学

び
積
極
的
に
西
洋
科
学
を
吸
収
す
る
ほ
ど
の
も
の
は
皆
無
と
い
っ
て

よ
か
っ
た
。
工
つ
の
国
に
お
け
る
態
度
の
相
違
は
、
同
じ
く
封
建
社

会
と
は
い
い
な
が
ら
、
中
国
と
B
本
の
江
戸
時
代
と
が
、
そ
の
性
格

に
お
い
て
大
き
く
ち
が
っ
て
い
た
こ
と
を
反
映
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

む
　
　
す
　
　
び

　
明
清
間
に
お
け
る
西
洋
科
学
の
輸
入
は
、
古
い
伝
統
を
持
つ
中
国

文
明
が
、
外
来
文
化
に
対
し
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
し
た
か
を
知
る

上
で
興
味
あ
る
闇
題
と
思
わ
れ
る
。
中
華
思
想
と
い
う
言
葉
で
表
現

さ
れ
る
よ
う
に
、
中
国
文
明
は
外
来
の
も
の
に
は
げ
し
い
抵
抗
を
示

す
の
が
常
で
あ
っ
た
。
し
か
し
明
野
穿
初
の
時
代
に
は
、
ま
が
り
な

り
に
も
西
洋
天
文
学
に
よ
る
暦
法
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
新
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明清問における西洋科学の輸入（藪内）

し
い
時
代
の
到
来
を
思
わ
せ
る
も
の
が
み
ら
れ
た
。
し
か
し
清
朝
も

康
熈
か
ら
雍
正
・
乾
隆
に
進
む
に
つ
れ
、
中
国
の
伝
統
的
学
聞
が
考

証
学
の
名
の
下
で
盛
大
に
な
る
に
つ
れ
、
西
洋
科
学
へ
の
関
心
は
急

激
に
薄
ら
い
で
い
っ
た
。
西
洋
科
学
を
伝
え
た
宣
教
師
た
ち
は
、
宮

廷
を
中
心
と
し
た
狭
い
社
会
に
と
じ
こ
め
ら
れ
、
民
衆
と
の
接
触
は

禁
止
さ
れ
、
僅
か
に
天
文
学
の
領
域
で
清
朝
に
奉
仕
す
る
は
か
な
か

っ
た
。
広
東
の
港
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
た
と
は
い

え
、
江
戸
時
代
の
長
崎
が
果
し
た
よ
う
な
役
割
も
み
ら
れ
ず
、
こ
こ

か
ら
西
洋
科
学
は
伝
わ
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
同
じ
く
封
建
社
会
と
は

い
え
、
二
つ
の
国
柄
の
相
違
は
、
や
は
り
懸
絶
し
て
い
た
と
み
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

①

本
稿
は
一
九
六
八
年
十
一
月
二
目
に
楽
友
会
館
で
行
わ
れ
た
史
学
研
究
会
の
公

開
講
演
に
少
し
く
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

②
　
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
広
東
に
近
い
マ
カ
オ
に
居
留
縫
を
獲
得
し
た
の
は
十
六
世
紀

　
半
ば
と
い
わ
れ
、
中
麟
へ
の
進
出
は
か
な
り
早
い
。

③
こ
う
し
た
点
は
監
本
の
ば
あ
い
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
日
本
で
伝
道
に
従
事
し
た

　
ザ
ビ
エ
ル
の
手
紙
に
、
日
本
人
が
天
文
や
地
理
の
学
問
に
熱
烈
な
興
味
を
持
ち
、

　
宣
教
師
に
こ
の
種
の
知
識
を
問
い
た
だ
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

④
　
王
薄
『
西
方
暦
算
学
之
輸
入
』
（
｝
九
六
六
年
刊
）
四
六
ペ
ー
ジ
。

⑤
小
論
「
西
洋
天
文
学
の
東
漸
し
　
（
『
東
方
学
報
b
奈
都
第
十
五
冊
、
　
一
九
四
六

　
隼
）
参
照
。

⑥
フ
ラ
ン
ス
人
耶
蘇
会
士
の
来
朝
と
彼
ら
が
行
っ
た
各
種
の
貢
献
に
つ
い
て
は
、

　
後
藤
末
雄
『
支
那
思
想
の
フ
ラ
ン
ス
西
漸
』
　
（
一
九
三
三
年
）
参
照
。

⑦
明
末
の
耶
蘇
会
士
の
中
、
地
動
説
を
説
い
た
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
◎
．
田
醇
”

　
O
窺
ミ
馬
。
帖
嵩
O
ミ
噸
ミ
に
み
え
る
。

⑧
北
国
の
書
物
が
現
在
北
京
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

　
い
ω
．
O
百
旨
旨
貯
ω
”
勺
器
ω
①
暮
一
〇
〇
暮
δ
昌
　
o
｛
峠
び
。
　
勺
①
剛
み
、
餌
昌
σ
q
　
い
8
冨
吋
ざ

　
ミ
§
画
§
§
ミ
峯
跡
継
§
画
ミ
く
9
b
。
b
。
噛
お
Φ
Q
。
・

⑨
王
捧
、
上
掲
雷
三
四
ペ
ー
ジ
。

⑩
r
尾
原
悟
「
キ
リ
ス
タ
ソ
時
代
の
科
学
思
想
」
（
『
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
』
第
十
輯
、

　
｝
九
六
五
年
刊
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
龍
谷
大
学
文
学
部
教
授
）
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Introduction　of　the　Western　Science　between

　　　　　　　　　　　Ming明and　Ts’ing清

　　　　　　by

Kiyosi　Yabuuti

　　In　the　period　of　Ming明and　Ts’ing清agreat　deal　of　the　western

scientific　arts　were　introduced　by　some’ iesuits’and　had　a　great　infiuence

on　China．　The　introduced　arts　were　widely　spread　around　Artronomy

and　Mi　athematics．　At　the　end　of　Ming“Ch’ung－cheng－1i－shu”「崇禎暦

書」was　completed　and　the　calendar　was　amended　at　the　beginning　of

Ts’ing　because　of　the　Chinese　acception　of　the　world－wide　movement

at　the　age　of　Europea1ユoverseas　advance　as　well　as　the　in艶r　factors

in　’China；　but　it　was　missionaries，　not　scientists　proper，　who　introduced

the　Western　science，　so　that　their　introduction　of　science　had　a

certain　limit　and、　at　the　case　of　Tien－li－wen・t’i典礼問題missionaries　in

China　became　isolated．　Contrary　to　the　development．of　Rangaku蘭学in

the　Edo江戸era，　the　introduction　of　the　Western　science　in　the　Ming

and　Ts’ing　era　had　been　weakened　with　the　change　of　the　times．

Un　Journal　d’ouvriers　“　L’Atelier　”

　　　　　　　par

Kazuko　Sugimura

　　De　tous　les　journaux　n6s　autour　des　ann6es　1840，　L’Atelier　est　peut－

6tre　le　plus　important．　Ce　journal　devait　poss6der　le　double　caract色re
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
d’organe　duch6zien　et　de　journal　d’ouvriers．　L’Ecole　buch6zienne　pr6－

conisait　la　r6volution　sociale　par　Ie　vue　catholique－jacobin　et　rassocia－

tion　ouvriさre　de　production．　En　1840，　un　certain　nombre　d’ouvriers

buch6ziens　d6terminさrent　de　cr6er　ull　journal　qui　ne　serait　plus　seule－

ment　fait　pour　les　ouvriers，　mais　r6dig6　exclusivement　par　eux：c’est

L’Atelier．　Sonpromoteur，　Anthime　Corbon，　typographe，　puis　sculpteur

sur　bois・ac6toy61a　Soci6t6　des　Saisons　et　6te　m616　1e吊　insurg6s　du

12mai　1839．　Le　programme　du　joumal　s’inspire　des　revendications　que

les　premi壱r6s　heures　de　la　r6volution．　de　1848　r6aliseront．en　grande

partie；de　plus，　ce　joumal　s’interesse　au　mouvement　ouvrier　dans　tous

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（466）


