
知
識
の
翻
訳
・
生
産
と
身
体
政
治

中
国
初
の
西
洋
産
婦
人
科
専
門
書
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
を
中
心
に

姚

毅

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
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⌇
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⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
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⌇
⌇
⌇
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⌇
⌇
⌇
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【
要
約
】

本
稿
は
イ
ギ
リ
ス
の
宣
教
医
で
あ
る
ホ
ブ
ソ
ン
の
﹁
西
医
五
種
﹂
の
一
冊
で
あ
り
︑
中
国
初
の
西
洋
産
婦
人
科
専
門
書
で
あ
る
﹃
婦
嬰
新
説
﹄

を
取
り
上
げ
︑
そ
れ
が
何
を
如
何
に
伝
え
︑
如
何
な
る
知
識
体
系
を
構
築
し
︑
当
時
の
中
国
に
如
何
に
受
け
と
め
ら
れ
た
か
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
か
ら
検

討
す
る
︒
西
洋
医
学
の
伝
播
と
受
容
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
研
究
が
あ
り
︑
そ
れ
ら
の
研
究
は
︑
従
来
の
西
洋
医
学
の
衝
撃
と
中
国
知
識
人
の
対
応

の
ほ
か
に
︑
近
年
で
は
︑
知
識
の
翻
訳
・
生
産
及
び
社
会
化
過
程
に
お
け
る
適
応
・
交
渉
と
い
う
視
点
︑
さ
ら
に
は
︑
中
西
医
学
の
知
識
及
び
そ
れ
に
絡

む
身
体
観
な
ど
の
視
点
か
ら
の
研
究
が
増
え
つ
つ
あ
る
︒
本
稿
も
こ
う
し
た
視
点
を
受
け
継
ぎ
︑
ま
ず
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
が
西
洋
医
学
の
先
進
的
と
思
わ
れ

る
医
療
器
具
や
手
術
を
翻
訳
し
な
か
っ
た
こ
と
を
突
き
止
め
︑
つ
い
で
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
に
は
医
学
知
識
の
外
に
︑
西
洋
近
代
的
身
体
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
及

び
道
徳
・
神
学
な
ど
の
内
容
も
多
く
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
︑
さ
ら
に
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
は
刊
行
後
︑
そ
れ
ほ
ど
﹁
衝
撃
﹂
的
な
も
の
と
受
け
止
め

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
原
因
を
分
析
し
︑
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
の
翻
訳
と
伝
播
を
文
明
の
覇
権
を
め
ぐ
る
身
体
政
治
か
ら
考
察
す
る
︒

史
林

一
〇
四
巻
一
号

二
〇
二
一
年
一
月

は

じ

め

に

﹃
婦
嬰
新
説
﹄
は
イ
ギ
リ
ス
の
宣
教
医
で
あ
る
ホ
ブ
ソ
ン
が
撰
述
し
た
︑
中
国
初
の
西
洋
産
婦
人
科
専
門
書
で
あ
り
︑
﹁
中
西
医
折
衷
論
﹂

の
典
型
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
ホ
ブ
ソ
ン
は
有
名
な
﹃
全
体
新
論
﹄
︵
一
八
五
一
︶
に
続
き
︑
﹃
博
物
新
編
﹄
︵
一
八
五
五
︶
︑
﹃
西
医
略
論
﹄
︵
一
八
五

七
︶
︑
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
︵
一
八
五
八
︶
︑
﹃
内
科
新
説
﹄
︵
一
八
五
八
︶
と
い
う
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
ホ
ブ
ソ
ン
西
医
五
種
﹂
を
世
に
送
り
出
し
︑
そ
の
解
剖
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学
に
基
づ
く
近
代
西
洋
医
学
と
人
体
生
理
知
識
が
中
国
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た①
︒
人
体
知
識
︑
特
に
生
殖
系
統
の
構
造
と
機
能
の
認
識
は
︑

病
気
の
治
療
だ
け
で
な
く
︑
身
体
観
や
生
命
観
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
な
ど
に
拘
わ
る
事
柄
で
も
あ
り
︑
文
化
衝
突
の
結
節
点
に
成
り
う
る
︒
そ
の

た
め
︑
初
の
西
洋
近
代
医
学
書
と
な
る
﹁
ホ
ブ
ソ
ン
西
医
五
種
﹂
は
︑
東
西
文
明
の
衝
突
︑
西
洋
文
明
の
受
容
過
程
な
ど
を
観
察
す
る
典
型
的

ケ
ー
ス
と
し
て
注
目
さ
れ
研
究
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
の
研
究
は
︑
従
来
の
西
洋
医
学
の
衝
撃
と
中
国
知
識
人
の
対
応
︑
中
国
医
学
と
西
洋
医

学
︵
以
下
は
中
西
医
学
と
記
す
︶
の
優
劣
を
論
じ
る
研
究
の
外
に
︑
近
年
で
は
︑
知
識
の
翻
訳
・
生
産
及
び
社
会
化
過
程
に
お
け
る
適
応
︑
調
整
︑

交
渉
と
い
う
視
点
︑
さ
ら
に
は
︑
中
西
医
学
の
知
識
及
び
そ
れ
に
絡
む
身
体
観
な
ど
の
視
点
か
ら
の
研
究
が
増
え
つ
つ
あ
る②
︒
し
か
し
︑
こ
う

し
た
研
究
の
多
く
は
︑
そ
の
一
冊
目
で
あ
る
﹃
全
体
新
論
﹄
︑
或
は
一
括
り
の
﹁
ホ
ブ
ソ
ン
西
医
五
種
﹂
に
集
中
し
︑
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
に
つ
い
て

の
本
格
的
研
究
は
管
見
の
限
り
皆
無
に
等
し
い③
︒
こ
の
よ
う
な
現
状
に
鑑
み
︑
本
稿
は
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
の
撰
述
過
程
と
内
容
を
中
心
に
︑
﹃
婦

嬰
新
説
﹄
が
何
を
如
何
に
伝
え
︑
如
何
な
る
知
識
体
系
を
構
築
し
︑
当
時
の
中
国
で
如
何
に
受
け
と
め
ら
れ
た
か
に
焦
点
を
当
て
︑
ジ
ェ
ン

ダ
ー
視
点
か
ら
検
討
す
る
︒

中
国
で
は
﹁
女
科
﹂
と
呼
ば
れ
る
発
達
し
た
産
婦
人
科
分
野
が
存
在
し
︑
﹁
胎
産
書
﹂
と
呼
ば
れ
る
産
婦
人
科
著
作
が
豊
富
に
存
在
し
て
い

た
︵
以
下
は
胎
産
書
と
記
す
︶
︒
ま
た
﹁
男
女
隔
離
﹂
の
規
範
な
ど
か
ら
分
娩
は
産
婆
が
主
導
し
︑
男
性
医
者
が
積
極
的
に
介
入
し
な
か
っ
た
︒

し
か
し
︑
そ
れ
ら
の
伝
統
知
識
や
慣
習
は
宣
教
医
に
根
底
か
ら
批
判
さ
れ
否
定
さ
れ
た
︒
宣
教
医
は
西
洋
の
産
婦
人
科
知
識
の
優
越
性
と
権
威

性
を
主
張
し
︑
そ
の
知
識
を
熱
心
に
伝
授
す
る
と
同
時
に
︑
そ
れ
を
布
教
の
打
開
策
と
し
て
画
策
し
︑
力
を
傾
注
し
て
い
た
︒
西
洋
産
婦
人
科

知
識
は
現
在
で
は
一
つ
の
優
れ
た
知
識
体
系
と
し
て
普
遍
的
に
認
知
さ
れ
て
い
る
が
︑
十
九
世
紀
中
葉
に
︑
少
な
く
と
も
中
国
に
お
い
て
は
︑

そ
の
優
位
性
が
殆
ど
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
二
十
世
紀
初
頭
ま
で
西
洋
医
学
で
唯
一
の
受
容
に
失
敗
し
た
分
野
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
だ
っ
た④
︒

こ
う
し
て
見
る
と
︑
中
国
と
西
洋
の
産
婦
人
科
と
は
︑
如
何
に
﹁
母
子
の
生
命
を
救
済
す
る
か
﹂
を
巡
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
出
し
た
処
方
箋
だ

と
い
う
考
え
も
あ
り
う
る
︒
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
の
翻
訳
と
伝
播
・
受
容
は
︑
こ
の
二
つ
の
根
本
的
に
異
な
る
処
方
箋
が
激
突
し
︑
女
性
の
身
体
と

い
う
場
で
展
開
さ
れ
︑
繰
り
広
げ
ら
れ
た
最
初
の
一
コ
マ
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
︒
近
代
西
洋
の
産
婦
人
科
は
︑
一
夫
一
婦
を
理
想
と
す
る

知識の翻訳・生産と身体政治（姚）
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近
代
家
族
の
形
成
と
資
本
主
義
体
制
の
成
立
︑
そ
し
て
︵
男
性
︶
産
婦
人
科
医
の
登
場
に
伴
っ
て
現
れ
︑
帝
国
主
義
拡
張
の
只
中
に
中
国
に
輸

入
さ
れ
た
の
で
あ
り
︑
そ
れ
を
伝
播
す
る
宣
教
医
の
行
為
の
持
つ
意
味
は
複
雑
に
な
る
︒
本
稿
は
︑
こ
の
よ
う
な
背
景
も
考
慮
に
入
れ
︑
文
明

の
覇
権
を
め
ぐ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
戦
略
・
身
体
政
治
と
い
う
視
点
か
ら
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
を
再
考
し
て
み
る
︒

具
体
的
構
成
は
以
下
で
あ
る
︒
第
一
に
︑
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
は
訳
述
の
性
格
が
強
い
︒
ど
の
原
著
を
参
考
に
し
︑
如
何
な
る
思
惑
で
取
捨
選
択

を
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
︒
第
二
に
︑
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
の
内
容
と
特
徴
を
ま
と
め
︑
十
九
世
紀
半
ば
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
医
療
及
び
身
体
観
︑

ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
に
目
を
配
り
な
が
ら
︑
そ
の
意
味
を
解
読
す
る
︒
第
三
に
︑
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
の
中
に
散
ら
ば
る
身
体
・
性
別
・
人
種
・
道
徳
・

宗
教
な
ど
の
言
説
を
洗
い
出
し
︑
ホ
ブ
ソ
ン
の
医
学
世
界
を
描
き
出
す
︒
第
四
に
︑
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
が
如
何
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
か
を
ほ

ぼ
同
時
期
の
胎
産
書
と
比
較
し
な
が
ら
考
察
す
る
︒

①

範
行
準
﹃
中
国
医
学
史
略
﹄
北
京
︑
中
医
古
籍
出
版
社
︑
一
九
八
六
年
︒
鄧
鉄

濤
﹃
中
医
近
代
史
﹄
広
州
︑
広
東
高
等
教
育
出
版
社
︑
一
九
九
九
年
︒
ホ
ブ
ソ
ン

の
著
作
は
中
国
の
み
な
ら
ず
︑
日
本
で
も
注
目
さ
れ
︑
そ
れ
ら
が
刊
行
さ
れ
て
間

も
な
く
︑
い
ず
れ
も
日
本
で
訓
点
翻
刻
さ
れ
て
︑
広
く
読
ま
れ
た
︒
詳
細
は
吉
田

寅
﹁
中
国
キ
リ
ス
ト
教
初
期
医
療
伝
道
史
研
究
：
ホ
ブ
ソ
ン
著
中
国
語
医
学
書
の

一
考
察
﹂
﹃
立
正
大
学
文
学
部
紀
要
﹄
第
一
二
号
︑
一
九
九
六
年
を
参
照
︒

②

胡
成
﹁
西
洋
医
生
与
華
人
医
薬

以
在
華
基
督
教
医
療
伝
教
士
為
中
心
︵
一

八
二
五
～
一
九
一
六
︶
﹂
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
第
八
十
三
本
︑
第

三
分
︑
二
〇
一
二
年
九
月
︑
五
七
一
～
六
〇
六
頁
︒
高
晞
﹃
徳
貞
伝
：
一
個
英
国

伝
教
士
与
晩
清
医
学
近
代
化
﹄
上
海
︑
復
旦
大
学
出
版
社
︑
二
〇
〇
九
年
︒
陶
飛

亜
﹁
伝
教
士
中
医
観
的
変
遷
﹂
﹃
歴
史
研
究
﹄
二
〇
一
〇
年
五
期
︑
六
〇
～
七
八

頁
︒
李
尚
仁
﹁
晩
清
来
華
的
西
医
﹂
生
命
医
療
史
研
究
室
主
編
﹃
中
国
史
新
論
：

医
療
史
分
冊
﹄
台
北
︑
聯
経
出
版
事
業
公
司
︑
二
〇
一
五
年
︒
董
少
新
﹃
形
神
之

間
：
早
期
西
洋
医
学
入
華
史
稿
﹄
上
海
︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
年
︒
陳

万
成
・
羅
婉
薇
・
鄺
詠
衡
﹁
晩
清
西
医
学
的
訳
述
：
以
﹃
西
医
略
論
﹄
︑
﹃
婦
嬰
新

説
﹄
両
個
稿
本
為
例
﹂
﹃
中
国
文
化
研
究
所
学
報
﹄
五
六
期
︑
二
〇
一
三
年
一
月
︒

姜
鍾
赫
﹁
東
亜
﹃
病
婦
﹄：
清
末
西
医
産
科
在
広
州
和
香
港
的
発
展
﹂
﹃
中
央
研
究

院
近
代
史
研
究
集
刊
﹄
一
〇
七
期
︑
二
〇
二
〇
年
三
月
︒
呉
義
雄
﹁
晩
清
時
期
西

方
人
体
生
理
知
識
在
華
伝
播
与
本
土
化
﹂
﹃
中
山
大
学
学
報
︵
社
会
科
学
版
︶
﹄
二

〇
〇
九
年
三
期
︒
楊
念
群
﹃
再
造

“病
人
”

中
西
医
衝
突
下
的
空
間
政
治

︵
一
八
三
二
～
一
九
八
五
︶
﹄
北
京
︑
中
国
人
民
大
学
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
︒

③

陳
万
成
・
羅
婉
薇
・
鄺
詠
衡
︵
前
掲
論
文
︶
の
優
れ
た
研
究
が
あ
る
が
︑
﹃
婦

嬰
新
説
﹄
は
そ
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
だ
け
で
な
く
︑
翻
訳
を
中
心
と
す
る
研
究
で

あ
り
︑
筆
者
の
問
題
関
心
と
異
な
る
︒

④

姜
鍾
赫
︑
前
掲
論
文
︒
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一

﹃
婦
嬰
新
説
﹄
の
撰
述
及
び
時
代
背
景

︵
一
︶

明
末
清
初
の
解
剖
学
の
導
入

人
体
知
識
・
生
殖
系
統
の
構
造
と
機
能
に
関
す
る
西
洋
の
解
剖
学①
知
識
は
︑
既
に
明
末
清
初
に
来
華
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
修
道
士
に
よ
り
導
入

さ
れ
た
︒
﹃
泰
西
人
身
説
概②
﹄
︑
﹃
人
身
図
説③
﹄
な
ど
の
漢
訳
洋
書
の
他
に
︑
ブ
ー
ヴ
ェ
︑
パ
ル
ナ
ン
が
満
州
語
で
編
訳
し
た
﹃
欽
定
格
体
全
録④
﹄

が
あ
り
︑
こ
れ
ら
の
著
作
は
凡
そ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
十
六
世
紀
以
来
の
解
剖
学
的
成
果
を
反
映
し
て
い
る⑤
︒
例
え
ば
︑
﹃
人
身
図
説
﹄
に
︑
﹁
論
男
女

内
外
陰
及
睾
丸
並
血
脈
二
絡
﹂
﹁
論
睾
丸
曲
折
之
絡
与
激
発
之
絡
﹂
﹁
論
女
人
子
宮
﹂
﹁
論
子
宮
包
衣
胚
胎
臍
絡
﹂
等
生
殖
の
構
造
と
機
能
を
論

じ
る
章
が
あ
る
︒
そ
こ
に
よ
く
見
ら
れ
る
﹁
質
具
﹂
と
い
う
語
は
︑
男
性
の
精
液
或
は
女
性
の
経
血
を
指
す
語
で
あ
り
︑
こ
れ
と
関
連
す
る

﹁
質
具
絡
﹂
は
︑
生
殖
器
の
動
脈
と
静
脈
の
総
称
で
あ
り
︑
ま
た
﹁
激
発
之
絡
﹂
の
語
は
︑
男
性
の
輸
精
管
或
は
女
性
の
輸
卵
管
を
指
す
語
で

あ
る⑥
︒
つ
ま
り
生
殖
器
官
は
男
女
が
ほ
ぼ
同
じ
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
子
宮
は
女
性
だ
け
が
持
つ
も
の
で
あ
る
が
︑
﹁
睾
丸
﹂
は

男
女
と
も
持
っ
て
お
り
︑
﹁
男
子
の
睾
丸
は
外
に
ぶ
ら
下
が
り
︑
女
子
の
そ
れ
は
内
に
蔵
し
て
い
る
﹂
だ
け
だ
と
認
識
し
て
い
た
︒
こ
う
し
た

身
体
観
は
︑
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
固
く
信
じ
ら
れ
て
い
た
︑
﹁
男
女
は
生
殖
器
官
に
お
い
て
は
本
質
的
な
違
い
が
な
い
﹂
︑
と
い
う
男
女
の
相

似
性
論
に
基
づ
く
も
の
で
︑
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
中
国
に
持
ち
込
ま
れ
た
の
で
あ
る⑦
︒
ま
た
﹃
人
身
図
説
﹄
の
イ
ラ
ス
ト
は
数
が
少
な
い
だ
け
で

な
く
︑
中
国
医
書
の
経
脈
図
と
ほ
ぼ
同
様
に
︑
身
体
器
官
の
凡
そ
の
位
置
を
示
す
だ
け
で
︑
男
女
の
外
陰
部
を
リ
ア
ル
に
描
い
た
図
が
一
枚
も

な
か
っ
た
︒

宣
教
医
に
よ
る
漢
訳
医
書
の
第
二
波
は
︑
そ
れ
か
ら
約
二
〇
〇
年
後
の
ホ
ブ
ソ
ン
の
﹃
全
体
新
論
﹄
か
ら
始
ま
る
︒
﹃
全
体
新
論
﹄
に
産
婦

人
科
に
関
す
る
知
識
を
論
じ
る
﹁
陰
経
﹂
﹁
胎
論
﹂
﹁
胎
盤
論
﹂
﹁
乳
論
﹂
﹁
月
水
論
﹂
の
五
章
が
あ
り
︑
そ
れ
に
続
く
﹁
造
化
論
﹂
﹁
霊
魂
妙
用

論
﹂
の
二
章
が
専
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
解
説
及
び
信
仰
の
勧
め
に
充
て
ら
れ
て
い
る
︒
注
目
す
べ
き
な
の
は
︑
骨
骼
図
や
内
臓
断
面
図
な
ど
の
精

知識の翻訳・生産と身体政治（姚）

81 ( 81 )



細
な
図
版
で
あ
り
︑
﹁
正
面
人
骨
図
﹂
﹁
嬰
孩
骨
骼
図
﹂
﹁
週
身
脳
気
筋
図
﹂
な
ど
の
諸
図
版
は
︑
中
国
医
学
界
に
︑
西
洋
近
代
医
学
の
特
徴
を

印
象
付
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
同
時
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
︑
上
帝
・
造
化
主
・
聖
書
・
霊
魂
な
ど
に
説
き
及
ん
で
い
る
箇
所
が
︑
約
三
十

に
も
達
し
て
お
り
︑
医
学
書
兼
布
教
書
で
あ
っ
た
性
格
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
︒
﹃
全
体
新
論
﹄
は
一
連
の
新
し
い
訳
語
の
創
出
と
共
に
︑

﹃
人
身
図
説
﹄
と
異
な
る
新
し
い
解
剖
知
識
を
齎
し
た
︒
例
え
ば
︑
﹁
陽
精
﹂
﹁
精
﹂
は
も
は
や
﹃
人
身
図
説
﹄
の
中
の
男
女
と
も
持
つ
﹁
質

具
﹂
で
は
な
く
︑
顕
微
鏡
で
し
か
見
ら
れ
な
い
﹁
形
状
は
蝌
蚪
の
よ
う
で
︑
尻
尾
は
長
く
︑
泳
ぐ
の
が
非
常
に
速
い
︵
状
若
蝌
蚪
而
尾
長
游
行
甚

疾
︶
﹂
と
い
う
﹁
動
く
物
﹂
︑
即
ち
精
子
の
こ
と
で
︑
女
子
の
体
内
の
﹁
精
珠
﹂
は
︑
卵
子
の
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
︑
﹁
陽
精
﹂
と
﹁
精
珠
﹂
が

結
合
し
て
受
胎
す
る
︑
と
受
精
・
受
胎
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
︒
本
稿
で
取
り
上
げ
る
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
は
︑
﹃
全
体
新
論
﹄
の
七
年
後
に
刊

行
さ
れ
︑
生
殖
に
関
す
る
主
な
用
語
や
論
点
︑
特
に
解
剖
学
的
・
胎
発
生
学
的
記
述
は
﹃
全
体
新
論
﹄
を
踏
襲
し
て
い
る
が
︑
﹃
全
体
新
論
﹄

に
な
い
病
症
と
治
療
法
が
中
心
に
な
り
︑
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
的
色
彩
が
大
分
薄
れ
て
い
る
︒

﹁
ホ
ブ
ソ
ン
西
医
五
種
﹂
以
降
︑
特
に
一
八
八
〇
年
代
以
降
︑
産
婦
人
科
も
含
む
多
く
の
西
洋
医
学
書
が
翻
訳
紹
介
さ
れ
︑
一
つ
の
ブ
ー
ム

を
形
成
し
た
︒
そ
の
中
で
最
も
有
名
な
の
は
︑
オ
ズ
グ
ッ
ド
︵
D
auphin
W
illiam
O
sgood
︑
柯
為
良
︑
一
八
四
五
～
一
八
八
〇
︶
の
﹃
全
体
闡
微
﹄

︵
一
八
八
一
︶
と
ダ
ジ
ュ
ン
︵
John
D
udgeon
︑
德
貞
︑
一
八
三
七
～
一
九
〇
一
︶
の
﹃
全
体
通
考
﹄
︵
一
八
八
六
︶
と
言
え
る
︒
産
婦
人
科
に
関
す

る
専
門
書
で
︑
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
が
︑
一
八
八
九
年
刊
行
の
五
巻
本
﹃
婦
科
精
蘊
図
説
﹄
︵
博
済
医
局
刻
本
︶
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
本
は
博
済
医

院
に
招
聘
さ
れ
た
宣
教
医
ト
ム
ソ
ン
︵
Joseph
T
hom
son
︶
と
ア
メ
リ
カ
人
宣
教
医
カ
ー
︵
John
G
lasgow
K
err︑
嘉
約
翰
︑
一
八
二
四
～
一
九
〇

一
︶
が
︑
ア
メ
リ
カ
人
ト
ー
マ
ス
︵
T
heodore
G
aillard
T
hom
as︑
妥
瑪
氏
︶
の

A
P
ractical
T
reatise
on
the
D
iseases
of
W
om
en
を
訳

し
た
も
の
で
︑
四
六
章
か
ら
な
る
大
著
で
あ
る⑧
︒
王
韜
が
﹃
泰
西
著
述
考
﹄
で
︑
﹁
胎
産
に
つ
い
て
は
尤
も
詳
細
で
あ
る
︒
そ
の
部
位
の
考
察

は
︑
中
医
と
相
互
に
参
考
に
な
り
︑
西
洋
産
婦
人
科
の
書
で
︑
此
に
勝
る
者
は
無
い
﹂
と
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
よ
り
も
高
く
評
価
し
て
い
る⑨
︒
そ
の

他
に
︑
一
八
九
三
年
の
同
じ
く
博
済
医
局
刊
行
の
﹃
胎
産
挙
要
﹄
二
巻⑩
︑
及
び
翌
年
一
八
九
四
年
の
﹃
児
科
撮
要
﹄
二
巻
が
あ
り
︑
い
ず
れ
も

北
洋
医
学
館
卒
業
の
尹
文
楷
が
訳
し
た
も
の
で
あ
る⑪
︒
前
者
は
︑
ア
メ
リ
カ
人
ア
シ
ュ
ト
ン
︵
W
illiam
A
shton
︶
の

E
ssentials
of
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O
bstetrics
を
訳
し
た
も
の
で
︑
女
性
の
生
殖
原
理
に
関
す
る
解
剖
図
五
七
枚
を
取
り
入
れ
た⑫
︒
後
者
は
︑
原
著
者
情
報
が
な
い
が
︑
複
数
の

本
を
参
考
に
し
て
訳
し
た
と
見
ら
れ
る⑬
︒
さ
ら
に
教
科
書
と
し
て
︑
一
八
九
七
年
劉
廷
楨
と
メ
イ
ン
が
訳
し
た
﹃
西
医
産
科
心
法
﹄
が
あ
る⑭
︒

人
体
生
理
知
識
や
解
剖
知
識
は
中
国
人
の
伝
統
観
念
と
激
し
く
衝
突
す
る
た
め
︑
保
守
的
な
人
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑
中
西
医
折
衷
派
の
大

家
で
あ
る
唐
容
川
︵
一
八
五
一
～
一
九
〇
八
︶
の
よ
う
な
人
で
さ
え
︑
﹁
以
術
殺
人
﹂
﹁
世
之
大
患
﹂
と
否
定
し
て
い
る⑮
︒
ま
た
薛
福
成
︵
一
八
三

八
～
一
八
九
四
︶
の
よ
う
な
開
明
的
な
外
交
家
で
も
こ
れ
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
︒
薛
福
成
は
﹃
出
使
英
法
義
比
四
国
日
記
﹄
の
続
編
に
︑

倫
敦
博
物
館
の
人
体
骨
格
標
本
を
見
学
し
た
後
の
感
想
を
次
の
よ
う
に
書
き
残
し
て
い
る
︒
﹁
拙
な
る
や
︑
西
医
︒
中
国
の
良
医
︑
亦
た
能
く

人
の
竅
穴
脈
絡
を
知
り
︑
而
し
て
百
に
一
失
な
し
︒
然
れ
ど
も
︑
必
ず
し
も
親
ら
諸
︵
竅
穴
脈
絡
︶
を
死
人
に
験
さ
ず
︑
亦
た
嘗
て
此
の
惨
酷

の
事
を
為
さ
ず
︒
忍
な
る
や
︑
西
人⑯
﹂
︒
中
国
医
学
は
﹁
残
忍
な
﹂
解
剖
や
死
体
検
視
に
頼
ら
な
く
て
も
治
療
が
で
き
︑
医
術
が
優
れ
て
い
る

と
い
う
こ
の
よ
う
な
批
判
の
仕
方
は
︑
十
九
世
紀
末
に
広
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
後
述
す
る
よ
う
に
︑
ホ
ブ
ソ
ン
医
学
書
の
時
代
に
は
ま

だ
そ
れ
ほ
ど
激
し
い
批
判
は
な
か
っ
た
︒

︵
二
︶

『
婦
嬰
新
説
﹄
の
撰
述

ま
ず
ホ
ブ
ソ
ン
の
生
涯
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う⑰
︒
ホ
ブ
ソ
ン
は
一
八
一
六
年
一
月
二
日
︑
イ
ギ
リ
ス
の
ウ
ェ
ル
フ
ォ
ー
ド
で
生

ま
れ
︑
ロ
ン
ド
ン
大
学
医
科
大
学
を
卒
業
後
︑
ロ
ン
ド
ン
伝
道
会
宣
教
医
と
な
っ
た
︒
一
八
三
九
年
七
月
二
八
日
︑
夫
人
と
と
も
に
中
国
に
渡

り
︑
十
二
月
十
八
日
マ
カ
オ
に
着
い
た
後
︑
病
院
な
ど
で
医
療
活
動
に
従
事
し
た
︒
一
八
五
六
年
十
月
ア
ロ
ー
号
事
件
の
際
に
戦
火
を
避
け
て

一
時
香
港
に
遷
っ
た
が
︑
上
海
の
友
人
の
す
す
め
に
よ
り
︑
翌
年
二
月
上
海
に
行
き
︑
一
八
五
九
年
ま
で
同
地
の
病
院
で
働
き
︑
同
年
初
め
帰

国
︒
一
八
七
三
年
二
月
十
六
日
︑
ロ
ン
ド
ン
郊
外
で
生
涯
を
閉
じ
た
︒
ホ
ブ
ソ
ン
の
中
国
語
著
作
は
十
八
種
に
及
び
︑
医
学
・
自
然
科
学
関
係

の
外
︑
大
半
は
キ
リ
ス
ト
教
関
係
の
著
作
で
あ
る
︒
ま
た
前
述
し
た
﹃
全
体
新
論
﹄
の
よ
う
な
医
学
書
に
も
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
賛
美
︑
そ
れ
へ

の
す
す
め
が
随
所
に
含
ま
れ
︑
大
変
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
信
者
で
あ
る
︒
中
国
の
医
書
を
渉
猟
し
た
ホ
ブ
ソ
ン
は
︑
中
国
に
理
解
が
あ
る
と
一
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般
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る⑱
︒

﹃
全
体
新
論
﹄
は
陳
修
堂
の
協
力
を
得
て
い
た
が
︑
﹃
西
医
略
論
﹄
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
﹃
内
科
新
説
﹄
の
三
冊
は
い
ず
れ
も
管
茂
材
と
の
共
著
で
︑

上
海
仁
済
医
館
よ
り
刊
行
さ
れ
た
︒
管
茂
材
は
ま
た
管
茂
才
と
も
書
き
︑
本
名
管
嗣
復
︑
字
は
小
異
︒
彼
に
つ
い
て
は
不
明
な
所
が
多
い
が
︑

葉
廷
琯
に
よ
る
と
︑
江
寧
の
出
身
で
︑
一
八
六
〇
年
に
亡
く
な
っ
た
︒
父
管
同
は
桐
城
派
の
大
家
姚
鼐
の
門
下
で
あ
り
︑
管
茂
材
自
身
に
も
詩

文
の
作
が
あ
る
が
︑
散
逸
し
た
と
い
う⑲
︒
一
八
五
八
年
に
書
か
れ
た
文
書
に
よ
る
と
ホ
ブ
ソ
ン
は
エ
ド
キ
ン
ズ
︵
Joseph
E
dkins︑
艾
約
瑟
︑
一

八
二
三
～
一
九
〇
五
︶
の
推
薦
で
管
茂
材
を
知
っ
た
︒

In
the
preparation
of
this
w
ork,the
author
has
been
particularly
fortunate
in
m
eeting
w
ith
a
native
scholar
possessing
particular

qualifications
for
the
task
he
had
to
perform
.⁝
⁝
H
e
is
a
N
anking
refugee,and
w
as
kindly
recom
m
ended
by
the
R
ev.J.E
dkins,

w
ho
accidentally
m
et
w
ith
him
at
Soo

chow
,
a
few
m
onths
ago.
⑳

こ
の
経
緯
は
上
記
の
葉
廷
琯
や
王
韜
も
述
べ
て
い
る㉑
︒
﹁
際
立
っ
た
資
質
﹂
︵
particular
qualifications︶
に
つ
い
て
は
明
言
し
て
い
な
い
が
︑

﹃
内
科
新
説
﹄
の
序
で
ホ
ブ
ソ
ン
は
︑
﹁
最
近
上
海
に
来
て
︑
華
友
の
管
茂
才
が
医
学
を
喜
ん
で
談
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
遂
に
彼
と
相
談
し
︑

さ
ら
に
﹃
西
医
略
論
﹄
︑
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
及
び
﹃
内
科
新
説
﹄
の
三
書
を
著
し
た
﹂
と
述
べ
て
い
る㉒
︒
ま
た
別
の
文
章
に
は
︑
“a
very
intelli-

gent
C
hinese
Physician”
と
あ
る㉓
︒
さ
ら
に
管
茂
材
と
ホ
ブ
ソ
ン
の
両
方
と
交
流
の
あ
っ
た
王
韜
も
︑
管
茂
材
が
﹁
医
学
を
好
む
︵
雅
好
岐

黃
術㉔
︶
﹂
と
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
管
氏
が
中
国
医
学
に
詳
し
い
学
者
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う㉕
︒
し
か
し
︑
肝
心
な
﹃
婦
嬰
新

説
﹄
の
翻
訳
プ
ロ
セ
ス
や
役
割
分
担
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
言
及
し
な
か
っ
た
︒
数
少
な
い
史
料
の
中
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
王
韜
の
日
記
で

あ
る
︒
そ
こ
に
は
︑
ホ
ブ
ソ
ン
の
帰
国
後
︑
ブ
リ
ッ
ジ
マ
ン
︵
E
lijah
C
olem
an
B
ridgm
an
︑
裨
治
文
︑
一
八
〇
一
～
一
八
六
一
︶
が
管
氏
を
招
き

聖
書
を
訳
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
︑
管
氏
は
聖
書
が
儒
教
に
大
い
に
背
く
も
の
だ
と
考
え
辞
退
し
た
こ
と
︑
ま
た
管
氏
が
︑
安
い
賃
金
で
ホ
ブ
ソ
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ン
に
雇
わ
れ
た
こ
と
で
友
人
か
ら
﹁
屈
節
﹂
と
蔑
み
罵
ら
れ
︑
そ
の
苦
悩
を
王
韜
に
吐
露
し
て
い
た
こ
と
︑
さ
ら
に
管
氏
が
︑
自
分
は
西
学
を

求
め
る
た
め
に
墨
海
書
館
に
入
っ
た
の
で
あ
り
﹁
屈
節
﹂
で
は
な
い
︑
と
友
人
に
釈
明
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る㉖
︒
こ
う
し
た
記

述
か
ら
︑
管
氏
は
儒
教
に
背
く
キ
リ
ス
ト
教
に
強
い
抵
抗
感
が
あ
り
︑
屈
辱
さ
え
感
じ
て
い
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
︒
当
時
太
平
天
国
の
乱
の

た
め
に
難
民
に
な
っ
た
管
氏
に
は
︑
ホ
ブ
ソ
ン
へ
の
協
力
を
生
活
の
た
め
と
割
り
切
っ
た
部
分
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
︑
ホ
ブ
ソ
ン
の
中
国
医
学

へ
の
非
難
を
ど
う
受
け
止
め
た
か
︑
そ
れ
が
翻
訳
に
如
何
な
る
影
響
を
与
え
た
か
︑
な
か
な
か
興
味
深
い
︒
陳
万
成
ら
が
︑
管
氏
が
翻
訳
過
程

で
中
国
の
伝
統
医
学
に
適
合
す
る
よ
う
働
き
か
け
た
こ
と
か
ら
︑
二
人
の
関
係
は

“C
ooperative
C
onflict”︵
協
力
的
衝
突
︶
だ
っ
た
と
分
析

し
て
い
る
が
︑
推
測
の
部
分
が
多
い
と
い
う
印
象
が
否
め
な
い㉗
︒

な
お
︑
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
に
つ
い
て
は
︑
﹁
撰
述
﹂
﹁
訳
述
﹂
﹁
漢
訳
書
﹂
な
ど
の
語
で
言
い
表
さ
れ
て
い
る
が
︑
基
本
的
に
十
九
世
紀
半
ば
の
西

洋
医
学
書
を
選
択
的
に
訳
し
︑
編
成
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
︒
当
時
の
漢
訳
書
の
一
般
的
な
ス
タ
イ
ル
は
︑
西
洋
人
が
内
容
を
解
説
し
︑
中
国

人
が
そ
の
理
解
し
た
内
容
を
中
国
語
で
書
下
ろ
し
加
筆
す
る
︑
と
い
う
よ
う
な
も
の
だ
っ
た㉘
︒
﹃
全
体
新
論
﹄
の
序
に
よ
る
と
︑
﹃
全
体
新
論
﹄

は
﹁
鉸
連
の
骨
格
及
び
紙
人
形
﹂
を
用
い
て
説
明
し
︑
二
人
で
相
談
し
て
書
い
た
︒
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
も
恐
ら
く
同
様
の
方
法
で
は
な
い
か
と
推

測
す
る
︒

﹃
婦
嬰
新
説
﹄
が
参
考
に
し
た
原
作
に
つ
い
て
は
︑
一
八
五
九
年
の

M
edical
T
im
es
&
G
azette
誌
に
あ
る
ホ
ブ
ソ
ン
訳
著
の
書
評
か
ら

知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

A
nother
treatise
w
as
on
M
idw
ifery,
including
puerperal
diseases
and
infantile
affections.
T
his
is
m
ainly
a
translation
of

C
hurchill̓s
and
R
am
sbotham
s̓
w
orks.
㉙

と
︑
主
に
チ
ャ
ー
チ
ル
及
び
ラ
ム
ズ
ボ
サ
ム
の
著
書
か
ら
訳
し
た
と
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
ラ
ム
ズ
ボ
サ
ム
は
︑
F
rancis
H
enry

知識の翻訳・生産と身体政治（姚）
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R
am
sbotham
の
こ
と
で
︑
彼
も
当
時
の
産
婦
人
科
名
医
で
あ
る㉚
︒
二
年
後
の
一
八
六
一
年
︑
ホ
ブ
ソ
ン
は
︑
﹁
ホ
ブ
ソ
ン
西
医
五
種
﹂
の
原

著
に
触
れ
︑
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
は

“D
r.C
hurchill̓s
M
idw
ifery”
を
参
考
に
し
た
と
言
及
し
て
い
る㉛
︒
こ
の
二
つ
の
言
及
か
ら
︑
﹃
婦
嬰
新
説
﹄

は
チ
ャ
ー
チ
ル
︵
F
.C
hurchill
㉜
︶

の

O
n
the
T
heory
and
P
ractice
of
M
idw
ifery
を
主
と
し
︑
取
捨
選
択
し
て
撰
述
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
ぼ

間
違
い
な
い
︒

チ
ャ
ー
チ
ル
の

O
n
the
T
heory
and
P
ractice
of
M
idw
ifery
は
一
八
四
三
年
に
刊
行
さ
れ
︑
そ
の
後
多
く
の
版
を
重
ね
︑
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
や
ア
メ
リ
カ
に
広
く
伝
わ
っ
て
い
た
︒
U
S
N
ational
Library
of
M
edicine
D
igital
C
ollections
が
所
蔵
す
る
各
版
を
見
る
限
り
︑
版

を
重
ね
る
度
に
︑
図
版
も
増
え
て
い
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る㉝
︒
ど
の
版
も
︑
各
名
医
が
開
発
し
所
蔵
し
て
い
る
︑
難
産
解
決
の
た
め
の
ピ
ン

セ
ッ
ト
︑
鉗
子
や
針
な
ど
の
医
療
器
具
を
紹
介
し
︑
使
用
法
を
図
入
り
で
説
明
し
て
い
る㉞
︒
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
で
も
言
及
さ
れ
る
会
陰
切
開
と
そ

の
縫
合
を
紹
介
す
る
図
も
あ
っ
た㉟
︒

﹃
婦
嬰
新
説
﹄
と
チ
ャ
ー
チ
ル
原
著
と
の
大
き
な
違
い
は
︑
原
著
の
内
容
が
大
幅
に
削
減
さ
れ
︑
図
版
も
原
著
の
ほ
ぼ
三
分
の
一
に
留
ま
り
︑

ピ
ン
セ
ッ
ト
︑
鉗
子
な
ど
の
医
療
器
具
を
紹
介
す
る
文
も
図
も
全
て
削
除
さ
れ
た
点
に
あ
る
︒
ま
た
︑
原
著
で
は
﹁
器
官
﹂
︑
﹁
細
胞
組
織
﹂
と

い
う
よ
う
な
術
語
が
頻
繁
に
使
わ
れ
︑
病
気
の
形
成
原
理
が
詳
細
に
説
明
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
ら
も
全
て
省
か
れ
た
︒
こ
う
し
た
取
捨
選
択

は
︑
平
易
さ
を
重
視
す
る
ホ
ブ
ソ
ン
の
工
夫
で
あ
っ
た
が
︑
後
述
す
る
よ
う
に
︑
中
国
人
に
配
慮
し
た
意
図
的
な
選
択
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
強

調
す
べ
き
だ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
︑
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
は
ホ
ブ
ソ
ン
の
取
捨
選
択
と
管
茂
材
の
漢
訳
と
い
う
二
重
の
フ
ィ
ル
タ
ー
の
か
か
っ
た

﹁
再
創
作
﹂
で
あ
る
と
言
え
る
︒
ホ
ブ
ソ
ン
は
一
貫
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
固
く
信
じ
︑
中
国
医
学
を
根
底
か
ら
軽
蔑
し
否
定
し
て
い
る
︒
こ
の

よ
う
な
立
場
に
立
つ
ホ
ブ
ソ
ン
と
︑
雇
わ
れ
る
身
で
あ
り
︑
儒
教
を
信
じ
る
管
茂
材
と
の
協
働
関
係
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
本
稿

は
そ
れ
を
重
点
的
に
論
じ
る
余
裕
が
な
く
︑
幾
つ
か
の
例
を
そ
の
都
度
指
摘
す
る
に
止
め
る
︒

①

﹁
解
剖
﹂
﹁
解
剖
学
﹂
の
語
源
に
つ
い
て
は
︑
徐
克
偉
﹁
﹃
解
剖
﹄
﹃
解
剖
学
﹄
に

つ
い
て

近
代
中
日
解
剖
学
術
語
の
訳
出
と
確
立
﹂
﹃
東
ア
ジ
ア
文
化
交
渉
研

究
﹄
十
巻
︑
二
〇
一
七
年
三
月
︑
二
九
九
～
三
二
七
頁
を
参
照
︒
牛
亜
華
﹁
﹃
泰

西
人
身
説
概
﹄
与
﹃
人
身
図
説
﹄
研
究
﹂
﹃
自
然
科
学
史
研
究
﹄
二
五
巻
一
期
︑
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二
〇
〇
六
年
︑
五
〇
～
六
五
頁
︒

②

鄧
玉
函
訳
︑
一
六
四
三
年
畢
拱
辰
に
よ
っ
て
整
理
刊
行
︒
鄧
玉
函
︵
シ
ュ
レ
ッ

ク
︑
Johann
Schreck
︑
一
五
七
六
～
一
六
三
〇
︶
は
ド
イ
ツ
の
学
者
︑
イ
エ

ズ
ス
会
修
道
士
︒
明
末
に
中
国
に
赴
任
︒
﹃
遠
西
奇
器
図
説
録
最
﹄
︵
一
六
二
七
年

刊
︶
で
知
ら
れ
て
い
る
︒

③

羅
雅
谷
・
龍
華
民
・
鄧
玉
函
訳
︒
羅
雅
谷
︵
ロ
ー
︑
Jacobus
R
ho
︑
一
五
九

三
～
一
六
三
八
︶
は
イ
タ
リ
ア
人
︑
一
六
二
三
年
来
華
︒
龍
華
民
︵
N
icolas

Longobardi︑
一
五
九
九
～
一
六
五
四
︶
は
イ
タ
リ
ア
の
イ
エ
ズ
ス
会
修
道
士
︑

マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
を
継
い
で
︑
イ
エ
ズ
ス
会
の
中
国
宣
教
会
長
を
つ
と
め
た
︒

④

ブ
ー
ヴ
ェ
︵
P.
Joachim
B
ouvet︑
白
晋
︑
一
六
五
六
～
一
七
三
〇
︶
︑
パ
ル

ナ
ン
︵
D
om
inicus
Parrenin
︑
巴
多
明
︑
一
六
六
五
～
一
七
四
一
︶
が
康
熙
帝

の
要
求
に
応
じ
て
訳
し
た
︒

⑤

漢
文
解
剖
学
の
書
籍
及
び
中
国
国
内
の
関
連
研
究
に
つ
い
て
︑
以
下
を
参
照
︒

牛
亜
華
︑
前
掲
論
文
︑
五
〇
～
六
五
頁
︒
唐
権
﹁
従
﹃
造
化
機
論
﹄
到
﹃
培
種
之

道
﹄：
通
俗
性
科
学
在
清
末
中
国
社
会
的
伝
播
﹂
﹃
近
代
中
国
婦
女
史
研
究
﹄
二
七

期
︑
二
〇
一
六
年
六
月
︒

⑥

範
行
準
著
︑
牛
亜
華
校
注
﹃
明
季
西
洋
伝
入
之
医
学
﹄
上
海
︑
上
海
人
民
出
版

社
︑
二
〇
一
二
年
︑
九
七
頁
︑
一
一
四
～
一
一
六
頁
︒

⑦

こ
れ
に
関
し
て
は
︑
董
少
新
が
詳
し
い
分
析
を
行
っ
た
︒
董
少
新
︑
前
掲
書
︑

三
四
四
～
三
五
四
頁
︒

⑧

妥
瑪
氏
著
︑
嘉
約
翰
・
孔
継
良
訳
﹃
婦
科
精
蘊
図
説
﹄
広
州
︑
羊
城
博
濟
医
局
︑

一
八
八
九
年
︒
原
作
は
一
八
八
〇
年
ア
メ
リ
カ
で
刊
行
︒

⑨

王
韜
・
顧
燮
光
﹇
ほ
か
﹈
編
﹃
泰
西
著
述
考
﹄
︵
﹃
近
代
訳
書
目
﹄
北
京
︑
北
京

図
書
館
出
版
社
︑
二
〇
〇
三
年
︑
一
～
二
四
頁
︶
︒

⑩

王
韜
﹃
泰
西
著
述
考
﹄
︑
前
掲
書
︒

⑪

尹
文
楷
︵
尹
端
模
︶
は
﹁
医
学
書
五
冊
﹂
と
称
す
る
医
学
書
を
訳
し
︑
そ
れ
が

﹃
割
症
全
書
﹄
︑
﹃
医
理
略
述
﹄
︑
﹃
病
理
撮
要
﹄
︑
﹃
胎
産
挙
要
﹄
︑
﹃
児
科
撮
要
﹄
で

あ
る
︒
浩
然
﹁
尹
文
楷
医
学
湛
深
名
不
虚
伝
﹂
﹃
基
督
教
週
報
﹄
︑
二
四
四
八
期
︑

二
〇
一
一
年
七
月
二
四
日
︒
ま
た
︑
尹
文
楷
は
孫
文
と
親
交
が
あ
る
こ
と
も
知
ら

れ
て
い
る
︒
広
州
嶺
南
大
学
孫
逸
仙
博
士
医
学
院
籌
備
委
員
会
編
﹃
総
理
開
始
学

医
与
革
命
運
動
五
十
周
年
紀
念
史
略
﹄
嶺
南
大
学
︑
一
九
三
五
年
︒

⑫

W
illiam
E
asterly
A
shton,Q
uestions
and
A
nsw
ers
on
the
E
ssentials

of
O
bstetrics,
P
repared
E
specially
for
Students
of
M
edicine

(Philadelphia:
W
.
B
.
Saunders,1888).

⑬

浩
然
︑
前
掲
論
文
︒

⑭

メ
イ
ン
︵
D
avid
D
uncan
M
ain
︑
梅
滕
更
︑
一
八
五
六
～
一
九
三
四
︶
は
︑

杭
州
広
済
医
局
︵
H
angchow
H
ospital︶
の
設
立
者
︒
﹃
西
医
産
科
心
法
﹄
は

彼
と
浙
江
慈
渓
出
身
の
医
者
で
あ
る
劉
廷
楨
が
教
科
書
と
し
て
訳
し
た
も
の
で
あ

る
︒

⑮

唐
容
川
﹃
金
匱
要
略
浅
注
補
正
﹄
自
叙
︵
趙
洪
鈞
﹃
近
代
中
西
医
論
争
史
﹄
合

肥
︑
安
¡
科
学
技
術
出
版
社
︑
一
九
九
八
年
︑
六
九
頁
よ
り
引
用
︶
︒

⑯

薛
福
成
﹃
出
使
日
記
続
刻
﹄
巻
十
︑
﹁
拙
哉
西
醫
︒
中
國
之
良
醫
︑
亦
能
知
人

之
竅
穴
脈
絡
︑
而
百
無
一
失
︑
然
不
必
親
験
諸
死
人
︑
亦
未
嘗
為
此
惨
酷
之
事
也
︒

忍
哉
西
人
﹂
︒
﹃
庸
庵
全
集
﹄
所
収
︑
﹃
出
使
日
記
続
刻
﹄
巻
十
︑
五
十
葉
表
裏
︒

⑰

ホ
ブ
ソ
ン
に
つ
い
て
は
︑
詳
し
く
は
吉
田
寅
﹁
中
国
医
療
伝
道
と
ホ
ブ
ソ
ン
の

中
国
医
学
書
﹂
︵
﹃
幕
末
期
医
学
書
復
刻
﹄
別
冊
付
録
︑
東
京
︑
教
育
出
版
セ
ン

タ
ー
︑
一
九
八
六
年
︶
な
ど
を
参
照
︒

⑱

ホ
ブ
ソ
ン
は
中
国
語
を
学
び
︑
中
国
医
学
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
︒
そ
の
一
端

は
﹃
全
体
新
論
﹄
に
お
け
る
中
国
古
典
の
引
用
に
表
れ
て
お
り
︑
﹃
爾
雅
﹄
﹃
三
才

図
絵
﹄
の
よ
う
な
書
物
か
ら
︑
﹃
素
問
﹄
﹃
難
経
﹄
の
よ
う
な
医
学
書
に
ま
で
及
び
︑

中
で
も
﹃
素
問
﹄
の
引
用
は
全
体
で
数
か
所
に
も
及
ん
で
い
る
︒

⑲

葉
廷
琯
﹁
楙
花
盦
詩
﹂
﹃
滂
喜
斎
叢
書
﹄
︑
巻
下
︑
五
三
頁
上
︒

⑳

‘A
Short
R
eport
of
the
H
ospital
at
C
anton,’
p.3
︵
‘T
he
E
leventh

A
nnual
R
eports
of
the
C
hinese
H
ospital
at
Shanghae,
1858,’
M
S
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5852/50,M
orrison

H
obson
A
rchive,W
ellcom
e
Library,London.︶

㉑

王
韜
の
﹁
英
医
合
信
氏
伝
﹂
︵
﹃
弢
園
文
録
外
編
﹄
巻
十
一
︶
に
次
の
よ
う
に
記

し
て
い
る
︒
﹁
合
信
避
兵
至
上
海
︑
公
餘
之
暇
︑
著
書
自
娛
︒
時
金
陵
管
君
小
異

方
旅
寄
鄧
尉
︑
西
士
艾
約
瑟
偶
遊
其
地
︑
一
見
悅
之
︑
載
之
至
滬
︑
偕
合
信
繙
譯

各
書
﹂
︒

㉒
﹃
西
医
略
論
﹄
序
文
に
も
﹁
適
江
寧
管
茂
材
談
論
医
学
︑
因
相
与
商
榷
︑
共
成

此
書
﹂
と
あ
る
︒

㉓

“T
he
H
istory
and
Present
State
of
C
hina,”
M
edical
T
im
es
&

G
azette,
N
ovem
ber
17,1859,
p.478.

㉔

王
韜
は
﹃
瀛
壖
雑
志
﹄
巻
五
で
彼
を
﹁
雅
好
岐
黃
術
﹂
︑
﹁
頗
能
琢
玦
醫
學
源

流
﹂
と
記
し
て
い
る
︒

㉕

現
在
で
は
管
茂
材
を
﹁
上
海
に
お
け
る
中
西
医
折
衷
論
の
第
一
人
者
﹂
と
称
す

る
学
者
も
い
る
︒
熊
月
之
﹃
西
学
東
漸
与
晩
清
社
会
﹄
北
京
︑
中
国
人
民
出
版
社
︑

二
〇
一
一
年
修
訂
版
︑
二
一
四
頁
︒
何
小
蓮
﹃
西
医
東
漸
与
文
化
調
適
﹄
上
海
︑

上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
︑
二
五
七
頁
︒

㉖

王
韜
﹃
蘅
華
館
日
記
﹄
︵
﹃
続
修
四
庫
全
書
﹄
所
収
︶
二
十
三
頁
︒

㉗

陳
万
成
・
羅
婉
薇
・
鄺
詠
衡
︑
前
掲
論
文
︒

㉘

傅
蘭
雅
﹃
訳
書
事
略
﹄
上
海
︑
格
致
彙
編
館
︑
一
八
八
〇
年
︑
九
頁
上
︒
ま
た

カ
ー
︵
嘉
約
翰
︶
口
訳
︑
莆
田
林
湘
東
筆
述
﹃
西
薬
略
釈
﹄
所
収
の
筆
述
者
林
湘

東
﹁
序
﹂
に
も
翻
訳
の
プ
ロ
セ
ス
が
言
及
さ
れ
て
い
る
︒

㉙

“C
hinese
W
orks,”
M
edical
T
im
es
&
G
azette,M
ay
28,1859,p.555.

㉚

F
rancis
H
enry
R
am
sbotham
︵
一
八
〇
一
～
一
八
六
八
︶
は
ロ
ン
ド
ン

病
院
お
よ
び
エ
ジ
ン
バ
ラ
大
学
で
医
学
教
育
を
受
け
︑
一
八
二
二
年
エ
ジ
ン
バ
ラ

大
学
を
卒
業
︒
大
著

T
he
P
rinciples
and
P
ractice
of
O
bstetric
M
edicine

and
Surgery
は
︑
一
八
四
一
年
に
出
版
︒

㉛

“T
he
H
istory
and
Present
State
of
C
hina,”
M
edical
T
im
es
&

G
azette,
January
12,1861,
p.35.

㉜

チ
ャ
ー
チ
ル
︵
F
leetw
ood
C
hurchill︑
一
八
〇
八
～
一
八
七
八
︶
は
︑
産

科
医
お
よ
び
医
療
作
家
と
し
て
知
ら
れ
る
英
国
の
医
師
︒
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
に
生

ま
れ
︑
ロ
ン
ド
ン
︑
ダ
ブ
リ
ン
︑
パ
リ
︑
エ
ジ
ン
バ
ラ
で
学
び
︑
一
八
三
一
年
に

医
学
博
士
号
を
取
得
︒
O
n
the
T
heory
and
P
ractice
of
M
idw
ifery
の
外
に
︑

産
婦
人
科
︑
小
児
科
に
関
す
る
著
作
が
多
数
あ
る
︒

㉝

一
八
四
三
年
版
は
五
一
九
頁
︑
図
一
一
六
枚
︑
一
八
四
八
年
版
は
五
二
五
頁
︑

図
一
二
八
枚
︑
一
八
五
一
年
版
は
五
一
〇
頁
︑
図
一
三
九
枚
︑
一
八
六
〇
年
の
拡

大
版
は
六
七
八
頁
︑
図
一
九
四
枚
に
増
え
た
︒

㉞

鉗
子
は
十
七
世
紀
後
半
に
︑
ロ
ン
ド
ン
の
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
一
家
が
考
案
し
た
と

さ
れ
る
︒
そ
の
後
頻
繁
に
改
良
さ
れ
︑
十
八
世
紀
後
半
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
普

及
し
た
︒
十
九
世
紀
に
入
る
と
︑
産
科
医
た
ち
が
器
具
の
発
明
に
熱
意
を
注
ぎ
︑

と
き
に
危
険
で
無
益
で
あ
っ
た
が
︑
独
創
的
な
器
具
を
次
々
案
出
し
︑
胎
児
と
女

性
の
体
で
実
験
し
た
︒
ハ
ロ
ル
ド
・
ス
ピ
ア
ー
ト
著
︑
石
原
力
訳
﹃
図
説
産
婦
人

科
の
歴
史
﹄
東
京
︑
エ
ン
タ
プ
ラ
イ
ズ
︑
一
九
八
二
年
︑
二
七
二
～
二
七
三
頁
︒

㉟

会
陰
切
開
は
︑
一
七
八
〇
年
あ
る
男
産
婆
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
が
最
初
と
言

わ
れ
る
︒
A
nn
O
akley,“W
isew
om
an
and
M
edicine
M
an:
C
hanges
in

the
M
anagem
ent
of
C
hildbirth,”
in
A
.
O
akley
and
J.
M
itchell
eds.,

T
he
R
ights
and
W
rongs
of
W
om
en
(H
arm
ondsw
orth:Penguin,1976),

p.36.
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二

﹃
婦
嬰
新
説
﹄
の
内
容
と
特
徴

﹃
婦
嬰
新
説
﹄
は
多
く
の
図
版
を
用
い
︑
管
氏
の
妙
筆
と
豊
富
な
医
学
知
識
が
加
わ
っ
て
︑
以
前
の
漢
訳
洋
書
は
勿
論
の
こ
と
︑
﹃
全
体
新

論
﹄
よ
り
も
簡
潔
明
瞭
に
仕
上
げ
ら
れ
︑
読
み
や
す
い
物
と
な
っ
た
︒
ま
た
知
見
に
富
む
と
こ
ろ
も
あ
り
︑
多
く
の
論
点
は
今
で
も
通
用
す
る
︒

し
か
し
︑
当
時
の
中
国
人
に
と
っ
て
突
飛
な
と
こ
ろ
が
多
く
︑
異
質
な
も
の
だ
っ
た
︒
次
は
そ
の
内
容
と
特
徴
を
詳
し
く
見
る
︒

︵
一
︶

『
婦
嬰
新
説
﹄
の
目
的

﹃
婦
嬰
新
説
﹄
は
全
一
巻
の
構
成
で
あ
り
︑
前
半
は
産
婦
人
科
︑
後
半
は
乳
幼
児
に
関
す
る
内
容
を
扱
っ
て
い
る
︒
和
刻
本
は
便
宜
上
︑
巻

上
・
巻
下
に
分
け
て
お
り
︑
本
稿
は
そ
の
三
宅
氏
蔵
板①
を
テ
ク
ス
ト
と
し
︑
引
用
は
葉
数
の
み
記
す
︒
内
容
目
次
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
︒

総
論
子
宮
精
珠

総
論
月
経

月
経
病
証

白
帯
証

論
妊
娠
胚
胎

論
受
胎
証
拠

弁
孖
胎
法

総
論
男
女
之
数

論
男
女
不
生
育
之
故

論
半
産

論
妊
娠
症

論
分
娩
之
期

論
将
産
証
拠

論
臨
産

論
臨
産
時
変
症

論
胎
盤
不
出

論
産
後
子
宮
斂
縮

論
産
後
腹
痛
血
露

論
産
前
後
血
崩
証

論
接
生
之
法

論
変
産
接
生
法

論
産
後
症
︵
以
上
が
上
巻
︶

論
乳

論
別
母
之
乳

論
小
児
宜
忌

論
嬰
児
初
生

論
小
児
初
生
時
病
症

論
生
牙

換
牙

麻
証
論

痘
証
論

水
痘
︵
附
︶

種
痘
論

選
用
方
薬

﹁
目
次
﹂
の
前
に
︑
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
を
撰
述
す
る
目
的
を
述
べ
る
序
が
あ
る
︒
些
か
長
い
が
︑
全
文
を
引
用
す
る
価
値
が
あ
る
︒

去
年
︑
私
は
上
海
に
来
て
︑
﹃
西
医
略
論
﹄
を
著
し
︑
﹃
全
体
新
論
﹄
の
不
備
な
と
こ
ろ
を
補
い
︑
た
ま
た
ま
割
鋸
之
法
に
論
じ
及
ん
だ
と
こ
ろ
︑
江
南

の
人
は
柔
弱
な
た
め
︑
奏
刀
の
技
を
安
易
に
試
す
べ
き
で
は
な
い
︑
と
言
わ
れ
た
︒
私
は
︑
治
療
法
は
病
に
よ
っ
て
講
じ
ら
れ
る
も
の
で
︑
こ
の
よ
う
な
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病
が
有
れ
ば
こ
の
よ
う
な
方
法
を
用
い
る
べ
き
だ
と
言
っ
た
︒
こ
こ
に
︑
骨
節
が
切
断
さ
れ
︑
皮
肉
は
皆
壊
れ
て
い
る
人
が
い
る
と
す
る
︒
既
に
壊
死
し

た
骨
肉
を
割
去
せ
ず
︑
既
に
折
れ
た
脈
管
を
綁
紮
せ
ず
し
て
︑
ど
う
し
て
生
き
な
が
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
︒

江
南
の
人
は
柔
弱
で
は
あ
る
が
︑
こ
の
方
法
を
使
わ
ず
に
ほ
か
の
方
法
が
あ
ろ
う
か
︒
故
に
西
国
の
医
療
法
を
︑
中
国
で
行
う
べ
き
で
な
い
と
言
う
の

は
確
論
で
は
な
い
︒
況
し
て
や
書
に
は
︑
刀
法
を
論
じ
る
も
の
は
十
に
し
て
僅
か
に
一
二
だ
け
で
︑
方
薬
を
論
じ
る
も
の
は
十
に
対
し
て
七
八
が
あ
る
︒

唯
外
証
に
詳
し
く
内
証
に
簡
略
で
あ
る
︒
私
は
︑
更
に
中
国
の
内
科
諸
書
を
調
べ
︑
こ
れ
ら
の
書
は
大
抵
主
張
に
ぐ
ら
つ
き
が
あ
り
確
証
は
少
な
く
︑

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
述
べ
る
所
の
精
確
詳
細
に
及
ば
な
い
︒
因
っ
て
更
に
内
証
の
治
療
法
を
訳
述
し
て
︑
以
て
華
人
に
伝
え
よ
う
と
思
っ
た
︒

日
々
︑
暇
が
な
く
︑
す
べ
て
を
や
り
終
え
る
い
と
ま
が
な
い
の
で
︑
ま
ず
は
婦
人
の
経
産
及
び
嬰
児
病
証
の
論
を
と
り
あ
げ
て
︑
合
わ
せ
て
一
編
と
し

て
︑
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
と
名
づ
け
た
︒
理
論
は
真
で
あ
り
説
明
は
平
易
で
あ
る
︒
ま
た
図
説
と
方
薬
を
全
て
揃
え
た
︒
西
医
が
助
産
を
行
う
際
︑
難
産
の
症
状

に
遭
え
ば
︑
往
々
に
し
て
各
種
の
機
器
を
用
い
る
が
︑
中
国
で
は
ま
だ
こ
れ
ら
に
つ
い
て
学
ん
だ
こ
と
が
な
い
の
を
恐
れ
︑
と
り
あ
え
ず
こ
れ
ら
に
つ
い

て
は
収
録
し
な
い
こ
と
に
し
た
︒
も
し
華
人
が
妊
娠
出
産
の
理
や
嬰
児
の
養
育
法
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
︑
こ
の
書
は
有
益
で
あ
ろ
う
︒

こ
れ
を
以
っ
て
序
と
す
る
︒

咸
豊
八
年
歳
次
戊
午
仲
夏
日

合
信
氏
仁
済
医
館
に
て
記
す
︒

こ
の
序
文
で
︑
中
国
の
内
科
諸
書
は
抽
象
的
過
ぎ
て
確
証
が
な
く
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
詳
細
精
確
に
及
ば
な
い
︑
と
中
国
医
学
を
批
判
し
︑
西

洋
医
学
が
先
進
的
で
あ
る
と
の
持
論
を
展
開
し
て
い
る
ほ
か
に
︑
目
立
つ
の
は
︑
半
分
近
く
の
紙
幅
が
︑
﹁
江
南
の
人
﹂
は
体
質
が
弱
い
故
︑

﹁
割
鋸
之
法
﹂
﹁
刀
法
﹂
︑
つ
ま
り
解
剖
と
手
術
に
適
し
な
い
と
い
う
考
え
に
対
す
る
反
論
に
当
て
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
ホ
ブ
ソ
ン
は
︑

反
論
を
し
な
が
ら
も
︑
﹃
西
医
略
論
﹄
に
は
︑
西
洋
医
学
の
長
ず
る
と
こ
ろ
の
﹁
刀
法
﹂
と
内
証
を
少
な
く
し
︑
ま
た
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
に
は
︑

中
国
人
が
未
だ
に
学
習
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
﹁
各
種
の
器
機
﹂
を
訳
さ
な
か
っ
た
︒
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
は
﹁
各

種
の
器
機
﹂
が
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
︑
﹁
刀
法
﹂
に
関
す
る
言
及
も
以
下
の
四
か
所
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︒
即
ち
︑
①
﹁
西
国
婦
人
︑
血
が
常

90 ( 90 )



に
余
り
有
り
︑
故
に
放
血
法
が
あ
る
﹂
︵
上
巻
︑
四
葉
裏
︶
︑
②
子
宮
頸
が
狭
く
︑
或
は
子
宮
口
が
塞
が
れ
︑
月
経
が
出
な
い
場
合
︑
﹁
西
国
の
医

法
は
︑
塞
ぐ
処
を
刀
で
少
し
切
る
﹂
︵
上
巻
︑
六
葉
表
︶
︑
③
﹁
骨
盤
が
歪
ん
で
︑
生
み
落
と
せ
な
い
婦
人
に
︑
西
国
に
殺
子
救
母
の
法
が
あ
る

が
︑
大
概
危
険
だ
﹂
︵
上
巻
︑
三
四
葉
表
︶
︑
④
出
産
時
に
会
陰
が
裂
開
し
た
場
合
︑
﹁
西
国
に
糸
で
縫
合
す
る
方
法
が
あ
る
が
︑
中
国
で
は
で
き

な
い
﹂
︵
上
巻
︑
三
五
葉
裏
︶
の
四
か
所
だ
っ
た
︒
し
か
も
こ
れ
ら
の
手
術
の
中
国
へ
の
適
用
は
慎
重
に
す
べ
き
だ
と
認
め
︑
ど
れ
も
詳
し
く
紹

介
し
な
か
っ
た
︒

ホ
ブ
ソ
ン
は
解
剖
学
や
外
科
手
術
の
先
進
性
を
疑
わ
な
か
っ
た
が
︑
臨
床
治
療
と
し
て
の
﹁
刀
法
﹂
に
つ
い
て
は
慎
重
な
態
度
を
示
し
て
い

た
こ
と
が
︑
こ
の
序
文
で
は
っ
き
り
読
み
取
れ
る
︒
﹁
慎
重
﹂
な
理
由
は
序
文
で
は
中
国
人
が
勉
強
し
て
お
ら
ず
﹁
各
種
の
機
器
﹂
を
操
作
で

き
る
か
心
配
だ
と
し
て
い
る
が
︑
本
文
で
は
中
国
人
の
体
質
や
手
術
自
体
の
リ
ス
ク
な
ど
も
考
え
て
い
る
の
が
判
る
︒
﹃
西
医
略
論
﹄
に
は

﹁
刀
法
﹂
を
少
な
く
し
た
も
の
の
︑
手
術
用
の
刀
︑
針
︑
ピ
ン
セ
ッ
ト
︑
フ
ッ
ク
な
ど
図
入
り
の
説
明
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
﹃
婦
嬰
新
説
﹄

で
﹁
刀
法
﹂
を
扱
わ
な
か
っ
た
背
景
に
は
︑
序
文
で
言
う
よ
う
に
︑
中
国
人
の
﹁
刀
法
﹂
に
対
す
る
批
判
へ
の
配
慮
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

当
時
の
中
国
人
の
﹁
洋
教
﹂
﹁
手
術
﹂
へ
の
恐
怖
か
ら
流
血
事
件
に
発
展
し
た
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た②
︒
ホ
ブ
ソ
ン
も
こ
う
し
た
中
国
人
の

反
感
を
当
然
知
っ
て
い
た③
︒

︵
二
︶

『
婦
嬰
新
説
﹄
の
特
徴

﹃
婦
嬰
新
説
﹄
の
主
な
特
徴
は
以
下
の
三
つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

︵
�
︶
最
大
の
特
徴
は
︑
図
版
︑
数
字
︑
統
計
の
大
量
使
用
と
具
体
的
か
つ
平
易
な
記
述
︑
文
学
的
表
現
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
は
ホ
ブ
ソ
ン
が
批

判
し
て
い
る
中
国
医
書
の
大
雑
把
さ
や
抽
象
的
な
論
法
と
好
対
照
で
あ
る
︒

﹃
婦
嬰
新
説
﹄
に
は
精
緻
な
図
版
四
一
枚
が
付
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
数
は
原
著
の
一
一
六
枚
の
三
分
の
一
に
も
満
た
な
い
が
︑
骨
盤
︑
子
宮
︑

胎
盤
︑
母
体
中
の
胎
児
の
位
置
︑
特
に
難
産
時
の
胎
児
の
位
置
と
対
処
法
な
ど
が
含
ま
れ
る
︒
し
か
も
そ
れ
ら
は
女
性
の
最
も
隠
す
べ
き
場
所

知識の翻訳・生産と身体政治（姚）

91 ( 91 )



で
あ
る
た
め
︑
そ
の
写
実
的
描
写
が
︑
﹃
全
体
新
論
﹄
よ
り
さ
ら
に
強
烈
な
印
象
を
与
え
る
︒
図
入
り
の
説
明
と
共
に
︑
精
確
な
数
字
が
随
所

に
見
ら
れ
る
︒
子
宮
︑
卵
巣
︑
輸
卵
管
︑
胎
盤
︑
骨
盤
と
児
頭
の
大
き
さ
な
ど
が
︑
﹁
尺
︑
寸
﹂
ま
で
細
か
く
記
さ
れ
て
い
る
︒
陣
痛
の
間
隔

も
﹁
分
﹂
で
示
し
︑
乳
幼
児
の
哺
乳
頻
度
と
量
は
︑
西
洋
の
計
量
・
計
数
の
単
位
を
﹁
戌
亥
时
﹂
や
﹁
両
﹂
︑
﹁
斤
﹂
な
ど
︑
当
時
中
国
で
使
わ

れ
て
い
た
単
位
に
書
き
換
え
る
工
夫
を
し
て
い
る
︒
特
に
子
宮
や
卵
巣
︑
輸
卵
管
な
ど
の
説
明
が
最
も
詳
細
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
子
宮
に
つ
い

て
こ
う
書
か
れ
て
い
る
︒

子
宮
は
尻
の
骨
盤
の
内
︑
膀
胱
の
後
︑
直
腸
の
前
に
あ
る
︒
底
と
頸
と
口
が
有
る
︒
上
は
大
き
く
下
は
小
さ
い
︒
底
は
上
に
あ
り
︑
口
は
下
に
あ
る
︒

底
は
幅
一
寸
三
分
︑
長
さ
二
寸
︑
厚
さ
七
分
︑
口
に
繫
が
る
者
は
︑
陰
道
︵
膣
︶
と
い
う
︒
陰
道
の
口
は
戸
と
言
い
︑
ま
た
門
と
も
い
う
︒
陰
道
は
長
さ

約
三
寸
半
︑
幅
八
分
︑
其
の
形
は
ま
っ
す
ぐ
で
は
な
く
曲
が
っ
て
い
る
︒
子
宮
の
中
空
の
処
は
房
と
い
う
︒
房
は
三
角
の
形
を
し
て
︑
角
の
一
つ
は
底
の

左
に
あ
り
︑
一
つ
は
底
の
右
に
あ
り
︑
一
つ
は
口
に
あ
る
︒
故
に
名
づ
け
て
三
角
房
と
い
う
︒
房
底
の
左
右
に
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
小
さ
な
孔
が
有
り
︑
非

常
に
細
く
︑
僅
に
豚
の
毛
が
通
る
ほ
ど
で
あ
る
︒
房
底
の
外
に
左
右
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
管
が
有
り
︑
子
管
︵
卵
管
︶
と
い
う
︵
﹁
総
論
子
宮
精
珠
﹂
︶
︒

寸
や
分
の
単
位
ま
で
示
す
だ
け
で
な
く
︑
詳
細
な
位
置
や
形
状
も
説
明
し
︑
卵
管
を
﹁
豚
の
毛
﹂
に
例
え
︑
僅
か
に
豚
の
毛
が
通
る
よ
う
な

細
い
孔
で
あ
る
︑
と
説
明
し
て
い
る
︒

ま
た
統
計
に
つ
い
て
は
︑
例
え
ば
︑
正
常
産
と
異
常
産
を
論
じ
る
際
に
︑
﹁
西
国
に
医
士
が
あ
り
︑
接
生
二
万
五
百
十
七
回
︑
頭
が
先
に
出

る
者
は
一
万
九
千
八
百
十
︑
臀
が
先
に
出
る
者
は
三
百
七
十
二
︑
足
が
先
に
出
る
者
は
︑
二
百
三
十
八
︑
手
が
先
に
出
る
者
は
八
十
﹂
と
デ
ー

タ
を
用
い
︑
し
か
も
一
医
師
の
デ
ー
タ
だ
け
で
な
く
︑
他
の
二
人
の
医
師
の
統
計
も
︑
煩
を
厭
わ
ず
そ
れ
ぞ
れ
詳
し
く
列
記
し
て
い
る
︵
上
巻
︑

二
二
葉
表
裏
︶
︒
産
前
産
後
の
不
正
出
血
で
あ
る
﹁
血
崩
症
﹂
に
つ
い
て
は
︑
﹁
西
医
の
統
計
に
よ
る
と
︑
妊
婦
六
万
八
千
九
百
八
十
二
人
中
に
︑

四
百
二
十
四
人
が
血
崩
を
患
っ
て
お
り
︑
こ
れ
は
三
百
二
十
五
人
に
二
人
に
な
る
︒
四
百
四
十
三
人
中
に
︑
子
が
亡
く
な
っ
た
の
が
一
百
九
︑
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こ
れ
は
四
人
に
一
人
に
な
る
﹂
と
比
率
ま
で
算
出
し
て
い
る
︵
上
巻
︑
二
七
葉
表
︶
︒
図
版
︑
精
確
詳
細
な
数
字
や
統
計
デ
ー
タ
は
︑
科
学
的
証

拠
と
圧
倒
的
権
威
を
見
せ
つ
け
る
も
の
で
あ
り
︑
計
算
可
能
の
危
機
と
し
て
認
識
さ
れ
や
す
く
︑
危
機
意
識
を
喚
起
す
る
の
に
広
く
用
い
ら
れ

た
︒も

う
一
つ
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
は
︑
文
学
的
描
写
で
あ
る
︒
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
は
﹁
精
珠
﹂
及
び
受
胎
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
︒

核
内
に
は
泡
が
あ
り
︑
大
き
い
ば
あ
い
は
緑
豆
ぐ
ら
い
︑
小
さ
い
ば
あ
い
は
魚
や
エ
ビ
の
子
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
で
︑
内
側
に
は
清
液
を
貯
え
て
い
る
︒

こ
れ
が
陰
精
︵
卵
子
︶
で
あ
り
︑
精
珠
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒
多
い
場
合
は
二
十
粒
も
持
つ
者
も
い
る
が
︑
少
な
い
場
合
は
わ
ず
か
に
十
粒
ほ
ど
の
者

も
い
る
︒
普
通
の
人
は
︑
十
五
粒
か
ら
十
八
粒
が
一
般
的
で
あ
る
︒
男
女
が
性
交
し
た
時
︑
男
精
が
陰
道
か
ら
三
角
房
に
入
り
︑
三
角
房
か
ら
子
管
に
突

き
通
っ
て
い
き
︑
子
管
の
末
端
で
子
核
を
捉
え
る
︒
精
珠
は
そ
れ
に
感
応
し
て
動
き
︑
破
裂
し
て
︑
子
管
内
に
入
り
︑
男
精
と
出
会
っ
て
胚
を
形
成
す
る
︒

そ
し
て
徐
々
に
移
動
し
て
三
角
房
に
入
る
︒
こ
れ
が
受
胎
で
あ
る
︵
﹁
総
論
子
宮
精
珠
﹂
︶
︒

前
述
し
た
﹁
子
宮
﹂
の
描
写
と
同
様
︑
鮮
や
か
な
筆
致
で
︑
﹁
精
珠
﹂
を
動
態
的
に
捉
え
て
い
る
︒
ま
る
で
解
剖
学
者
が
︑
カ
メ
ラ
を
回
し

な
が
ら
︑
数
字
を
用
い
て
﹁
精
珠
﹂
の
大
小
︑
形
態
︑
そ
し
て
受
精
・
受
胎
の
過
程
を
解
説
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
受
胎
は
中
国
の
医

書
で
考
え
ら
れ
て
い
る
神
秘
な
﹁
陰
陽
﹂
の
気
や
血
の
凝
結
で
は
な
く
︑
数
字
で
表
し
︑
顕
微
鏡
で
観
察
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た

の
で
あ
る
︒
緻
密
な
理
論
と
高
度
な
医
療
技
術
・
器
具
︑
精
確
な
デ
ー
タ
は
近
代
実
験
医
学
の
精
髄
で
あ
り
︑
こ
れ
に
図
版
や
管
氏
の
妙
筆
が

加
わ
り
︑
人
々
の
注
目
を
惹
き
つ
け
た
の
で
あ
る
︒

︵
�
︶
子
宮
の
﹁
発
見
﹂
と
強
調
で
あ
る
︒
前
述
し
た
よ
う
に
︑
解
剖
学
的
凝
視
と
統
計
的
解
析
は
近
代
医
学
の
典
型
的
な
特
徴
で
︑
産
婦
人

科
に
お
い
て
は
︑
そ
の
凝
視
と
解
析
の
対
象
が
殆
ど
子
宮
に
集
中
し
て
い
る
︒
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
を
通
読
す
る
と
︑
子
宮
が
際
立
っ
て
目
を
引
く
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の
が
判
る
︒
例
え
ば
︑
第
一
章
﹁
総
論
子
宮
精
珠
﹂
の
冒
頭
は
こ
う
始
ま
る
︒
﹁
人
体
の
各
部
位
に
は
そ
れ
ぞ
れ
功
用
が
あ
り
︑
無
駄
な
部
位

は
一
つ
も
な
い
︒
そ
の
功
用
の
最
も
大
き
い
も
の
は
三
つ
あ
る
︒
物
の
精
華
を
取
り
入
れ
︑
消
化
し
運
び
︑
体
を
養
う
の
が
臓
腑
の
功
で
あ
る
︒

知
覚
し
動
き
︑
外
に
は
事
物
を
認
識
し
︑
内
に
は
器
官
を
主
宰
す
る
の
が
脳
の
功
で
あ
る
︒
子
を
産
み
子
孫
の
繁
衍
を
も
た
ら
す
の
は
︑
男
子

で
は
外
腎
で
︑
女
子
で
は
子
宮
の
功
で
あ
る
﹂
と
︒
子
宮
を
臓
腑
や
脳
と
並
べ
る
ほ
ど
重
要
だ
と
し
て
い
る
こ
と
に
先
ず
注
目
し
よ
う
︒
そ
れ

に
︑
︵
�
︶
で
見
た
子
宮
の
解
剖
学
的
説
明
が
続
き
︑
章
の
最
後
で
﹁
故
に
子
宮
の
効
用
は
甚
大
で
あ
る
︒
液
を
生
み
出
し
て
月
水
と
成
す
の

が
第
一
︑
胚
珠
を
宿
す
の
が
第
二
︑
男
精
を
受
け
る
の
が
第
三
︑
胞
胎
を
孕
育
す
る
の
が
第
四
︹
の
効
用
︺
で
あ
る
︒
子
宮
精
珠
の
効
用
を
知

れ
ば
︑
則
ち
生
育
の
仕
組
み
は
了
然
に
な
る
﹂
と
子
宮
の
機
能
を
ま
と
め
︑
こ
の
章
を
終
え
て
い
る
︒

ま
た
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
の
肝
要
な
部
分
で
あ
る
分
娩
と
後
産
に
つ
い
て
の
記
述
も
︑
終
始
子
宮
し
か
見
て
い
な
い
と
言
え
る
︒
ホ
ブ
ソ
ン
は
陣

痛
を
子
宮
の
規
則
的
で
自
律
的
な
収
縮
と
捉
え
︑
そ
の
子
宮
の
収
縮
力
だ
け
で
十
分
に
胎
児
を
娩
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
︒
例
え
失
神

し
た
産
婦
や
知
覚
が
無
く
な
っ
た
産
婦
で
も
分
娩
で
き
る
︒
故
に
﹁
力
は
子
宮
に
あ
り
母
に
あ
ら
ず
と
悟
る
べ
し
︵
可
悟
力
在
子
宮
不
在
母
︶
﹂

と
強
調
し
た
︵
上
巻
︑
二
一
葉
裏
～
二
二
葉
表
︶
︒

胎
盤
の
産
出
は
後
産
の
最
重
要
プ
ロ
セ
ス
で
︑
出
産
の
難
関
の
一
つ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
︒
﹁
論
胎
盤
不
出
﹂
の
一
節
も
︑
﹁
西
国
の
治
法
﹂

に
か
な
り
の
紙
幅
を
割
き
︑
子
宮
か
ら
胎
盤
を
剝
離
さ
せ
る
に
は
子
宮
の
収
縮
が
如
何
に
重
要
で
あ
る
か
を
詳
述
し
て
い
る
︒
﹁
論
産
後
子
宮

斂
縮
﹂
の
章
で
は
︑
更
に
胎
児
及
び
胎
盤
娩
出
後
に
子
宮
の
収
縮
に
よ
っ
て
︑
止
血
さ
れ
る
こ
と
︑
子
宮
内
の
汚
血
が
押
し
出
さ
れ
る
こ
と
︑

胎
児
及
び
胎
盤
を
娩
出
後
に
子
宮
が
す
ぐ
元
の
形
に
恢
復
す
る
こ
と
︑
膣
の
収
縮
が
速
く
な
る
こ
と
を
述
べ
︑
そ
れ
を
﹁
子
宮
の
四
妙
﹂
と
纏

め
て
い
る
︒

こ
の
分
娩
の
全
過
程
に
お
け
る
子
宮
の
働
き
に
つ
い
て
の
説
明
は
︑
チ
ャ
ー
チ
ル
原
著
か
ら
訳
し
た
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
﹁
可
悟
力
在
子

宮
不
在
母
﹂
は
チ
ャ
ー
チ
ル
原
著
に
は
な
く
︑
付
け
加
え
た
も
の
で
あ
る
︒
チ
ャ
ー
チ
ル
原
著
の
重
点
は
︑
子
宮
の
自
律
的
な
娩
出
力
に
あ
り
︑

そ
れ
を
強
調
す
る
た
め
に
ホ
ブ
ソ
ン
が
﹁
生
産
之
力
全
在
子
宮
﹂
︑
つ
ま
り
﹁
母
の
力
﹂
で
は
な
く
﹁
子
宮
の
力
﹂
だ
と
わ
ざ
わ
ざ
付
け
加
え
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た
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
強
調
は
よ
く
考
え
る
と
実
に
興
味
深
い
︒
こ
れ
に
つ
い
て
の
分
析
は
第
四
節
に
譲
る
︒

︵
�
︶
中
国
人
に
馴
染
み
の
薄
い
病
理
の
説
明
︑
病
気
の
診
断
及
び
治
療
法
で
あ
る
︒
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
は
子
宮
の
働
き
を
科
学
的
に
解
明
し
︑

そ
の
役
割
を
強
調
し
た
だ
け
で
な
く
︑
子
宮
は
女
性
の
あ
ら
ゆ
る
病
気
の
源
で
も
あ
る
と
捉
え
て
い
る
︒
月
経
や
妊
娠
出
産
に
関
す
る
病
気
は

基
本
的
に
﹁
子
宮
不
安
﹂
﹁
卵
巣
不
安
﹂
﹁
陰
道
不
安
﹂
が
原
因
だ
と
診
断
さ
れ
︑
そ
の
治
療
法
は
︑
基
本
的
に
瀉
血
療
法
︑
水
節
療
法④
及
び
服

薬
療
法
の
三
つ
に
尽
き
る
︒
幾
つ
か
の
例
を
見
よ
う
︒

例
え
ば
︑
﹁
月
経
病
証
﹂
の
章
に
月
経
に
関
す
る
病
状
と
治
療
法
が
羅
列
さ
れ
て
い
る
︒
月
経
が
閉
じ
ら
れ
出
な
い
︑
か
つ
体
が
熱
く
感
じ

る
人
は
﹁
瀉
血
発
表⑤
﹂
が
宜
し
い
と
処
方
す
る
が
︑
す
ぐ
後
に
﹁
西
国
の
婦
人
は
血
が
常
に
余
っ
て
お
り
︑
故
に
放
血
法
が
あ
る
︒
中
国
で
は

血
が
不
足
す
る
者
が
多
く
︑
お
そ
ら
く
放
血
す
べ
き
で
は
な
い
﹂
と
続
き
︑
中
国
人
と
西
洋
人
の
体
質
の
違
い
に
よ
り
︑
瀉
血
法
は
適
切
で
は

な
い
と
付
け
加
え
た
の
で
あ
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
後
も
な
お
瀉
血
法
が
薦
め
ら
れ
た
︒

ま
た
﹁
経
痛
﹂
の
原
因
の
一
つ
は
﹁
子
宮
之
脳
気
筋⑥
﹂
が
不
安
定
な
こ
と
に
よ
る
も
の
で
︑
﹁
樟
脳
・
鴉
片
酒
を
服
用
し
て
痛
み
を
止
め
る
﹂

外
に
︑
﹁
鴉
片
膏
を
尾
骶
骨
に
塗
り
︑
斑
蝥
椒
樟
水⑦
を
両
手
で
腰
腹
の
周
囲
に
塗
っ
て
︑
以
て
脳
気
筋
を
安
定
さ
せ
る
︒
下
半
身
を
温
水
に
浸

し
て
子
宮
を
潤
し
︑
鴉
片
及
び
温
水
を
混
ぜ
て
水
節
に
貯
え
︑
大
腸
内
に
射
入
す
る
﹂
︑
と
治
療
法
を
挙
げ
て
い
る
︒
さ
ら
に
炎
症
に
よ
る

﹁
身
熱
不
安
﹂
及
び
生
理
痛
は
︑
﹁
血
が
多
い
の
が
原
因
で
︑
瀉
血
発
表
し
︑
止
痛
の
薬
を
数
回
服
用
し
︑
常
に
涼
潤
の
果
物
を
食
し
︑
湯
に

足
を
浸
す
﹂
と
述
べ
る
︵
上
巻
︑
五
葉
裏
～
六
葉
表
︶
︒
因
み
に
︑
こ
の
﹁
常
に
涼
潤
の
果
物
を
食
す
﹂
は
︑
原
文
で
は
﹁
cooling
drinks﹂
だ

っ
た
が
︑
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
は
原
文
を
改
訳
し
た
の
で
あ
る⑧
︒
﹁
論
臨
産
時
変
症
﹂
に
は
︑
﹁
分
娩
時
に
︑
力
を
使
い
過
ぎ
た
た
め
︑
血
が
圧
迫
さ

れ
て
脳
に
流
れ
込
む
︒
治
療
法
は
中
風
癇
症
の
治
療
法
と
同
じ
で
︵
詳
し
く
は
﹁
西
医
略
論
﹂
を
見
よ
︶
︑
頸
の
後
ろ
に
斑
蝥
膏
薬⑨
を
塗
り
︑
耳
の

後
ろ
を
蜞
に
血
を
吸
わ
せ
る
︒
重
度
の
者
は
氷
塊
を
頭
上
に
置
き
︑
或
い
は
凍
水
で
頭
を
洗
い
︑
大
黄
や
蓖
麻
油
等
の
薬
を
内
服
し
て
︑
以
て

血
を
瀉
す
﹂
︵
上
巻
︑
二
二
葉
裏
～
二
三
葉
表
︶
と
書
い
て
い
る
︒
管
茂
材
は
勿
論
の
こ
と
︑
ホ
ブ
ソ
ン
も
中
国
人
に
と
っ
て
冷
た
い
物
が
厳
禁
で

知識の翻訳・生産と身体政治（姚）
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あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
恐
ら
く
そ
の
た
め
に
︑
﹁
須
冷
用
＝
冷
た
い
物
を
用
い
る
べ
し
﹂
と
わ
ざ
わ
ざ
説
明
し
︑
さ
ら
に
︑

﹁
凍
水
﹂
を
使
う
の
は
子
宮
の
収
縮
を
刺
激
す
る
た
め
だ
と
解
釈
を
加
え
た
の
で
あ
ろ
う
︵
上
巻
︑
二
七
葉
裏
～
二
八
葉
表
︶
︒

﹃
婦
嬰
新
説
﹄
の
投
薬
は
︑
以
上
の
引
用
か
ら
も
判
る
よ
う
に
︑
痛
み
止
め
や
炎
症
を
抑
え
る
薬
︑
鎮
静
剤
な
ど
が
中
心
で
あ
る
︒
薬
物
も

ア
ヘ
ン
酒
︑
ア
ヘ
ン
膏
薬
︑
罌
粟
︵
ケ
シ
︶
︑
コ
カ
イ
ン
︑
樟
脳
な
ど
が
殆
ど
で
あ
っ
た
︒
こ
の
ほ
か
︑
栄
養
補
給
と
し
て
︑
﹁
雉
哪
鉄
酒
﹂
︵
キ

ナ
酒
︶
が
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
長
い
間
ア
ヘ
ン
︑
コ
カ
イ
ン
が
万
能
薬
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
︑
胎
産
に
も
当
然

の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う⑩
︒

瀉
血
治
療
に
つ
い
て
は
︑
刊
行
直
前
の
原
稿
で
は
詳
し
く
書
か
れ
て
い
た
が
︑
刊
行
本
で
は
削
除
さ
れ
︑
代
わ
り
に
﹁
詳
し
く
は
﹁
西
医
略

論
﹂
を
見
よ
﹂
と
い
う
注
が
加
え
ら
れ
た⑪
︒
現
在
は
殆
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
の
荒
っ
ぽ
い
瀉
血
治
療
法
は
︑
十
九
世
紀
半
ば
に
は
内
科
の
主

要
療
法
と
し
て
大
い
に
流
行
し
︑
殆
ど
す
べ
て
の
病
気
の
治
療
に
適
用
さ
れ
て
い
た
︒
ホ
ブ
ソ
ン
は
前
の
年
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
西
医
略
論
﹄
に

そ
の
瀉
血
法
を
詳
し
く
紹
介
し
て
い
た
が
︑
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
で
は
ご
く
簡
単
な
言
及
に
と
ど
め
た
だ
け
で
な
く
︑
三
つ
の
方
法
の
中
で
最
も
体

に
優
し
い
︑
し
か
も
刀
針
の
要
ら
な
い
﹁
蜞
吮
法
＝
蛭
に
血
を
吸
わ
せ
る
﹂
を
薦
め
た
︒
そ
の
理
由
は
︑
前
述
し
た
ホ
ブ
ソ
ン
の
言
う
﹁
中
土

則
血
不
足
者
為
多
﹂
に
あ
る
と
推
測
す
る
︒
た
だ
︑
胎
産
書
で
は
﹁
婦
人
は
血
を
以
っ
て
主
と
す
る
︵
婦
人
以
血
為
主
︶
﹂
の
観
念
が
強
く
︑
血

の
放
出
に
強
い
抵
抗
感
が
あ
る
た
め
︑
そ
れ
を
ホ
ブ
ソ
ン
も
管
氏
も
察
知
し
て
削
除
し
た
可
能
性
も
残
る
︒
つ
ま
り
性
別
を
意
識
し
て
い
た
と

も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
も
う
一
つ
の
水
節
療
法
は
︑
冷
水
︑
凍
水
を
膣
に
射
入
す
る
も
の
で
︑
中
国
人
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
奇
想
天
外
に

ほ
か
な
ら
な
い⑫
︒

以
上
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
の
内
容
と
特
徴
を
見
て
き
た
︒
ホ
ブ
ソ
ン
は
精
確
な
デ
ー
タ
を
用
い
︑
分
か
り
や
す
い
文
体
で
︑
女
性
の
身
体
を
解
剖

学
的
・
統
計
学
的
に
解
析
し
︑
そ
の
機
能
と
構
造
を
究
明
し
︑
特
に
生
殖
に
お
け
る
子
宮
の
役
割
を
強
調
し
た
︒
病
症
と
治
療
法
に
関
し
て
は
︑

中
国
人
の
体
質
と
慣
習
を
考
慮
し
︑
﹁
刀
法
﹂
を
全
て
削
除
し
︑
瀉
血
法
や
﹁
冷
た
い
物
﹂
の
使
用
の
適
合
性
に
も
気
を
配
り
︑
瀉
血
法
の
最

も
軽
く
刀
針
の
要
ら
な
い
方
法
を
用
い
た
︒
し
か
し
︑
子
宮
の
収
縮
を
刺
激
す
る
た
め
に
︑
﹁
凍
水
﹂
の
必
要
性
は
主
張
し
続
け
た
︒
前
述
し
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た
よ
う
に
︑
ホ
ブ
ソ
ン
が
中
国
に
持
ち
込
ん
だ
の
は
︑
一
八
五
〇
年
代
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
最
新
の
産
婦
人
科
知
識
で
あ
る
︒
で
は
︑
こ
の

よ
う
な
知
識
は
如
何
な
る
知
識
体
系
な
の
か
︑
宣
教
医
と
し
て
そ
れ
を
如
何
に
伝
え
︑
そ
し
て
医
学
知
識
の
外
に
何
を
伝
え
よ
う
と
し
た
の
だ

ろ
う
か
︒
次
節
で
は
︑
十
九
世
紀
半
ば
の
西
洋
医
学
と
身
体
観
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
︑
具
体
的
に
掘
り
下
げ
て
み
た
い
︒

①

﹃
婦
嬰
新
説
﹄
は
二
種
の
和
刻
本
が
あ
る
︒
一
つ
は
京
都
で
安
藤
桂
洲
が
安
政

六
年
︵
一
八
五
九
︶
に
刊
行
し
た
も
の
︑
一
つ
は
江
戸
で
三
宅
艮
斉
が
刊
行
し
︑

万
屋
兵
四
郎
が
発
売
し
た
も
の
︒
一
八
五
九
年
の
刊
行
と
推
定
さ
れ
て
い
る
︒
本

稿
は
後
者
を
テ
ク
ス
ト
と
す
る
︒
扉
︵
原
封
面
︶
に
﹁
咸
豊
八
年
新
鐫
﹂
﹁
江
蘇

上
海
仁
濟
醫
館
蔵
板
﹂
と
あ
り
︑
奥
付
に
﹁
桃
樹
園
三
宅
氏
藏
板
﹂
﹁
老
皂
舘

東

都
江
左
萬
屋
兵
四
郎
發
行
﹂
と
あ
り
︑
四
周
双
辺
無
界
十
行
二
四
字
︑
単
魚
尾
︑

訓
点
付
︒

②

楊
念
群
︑
前
掲
書
︑
第
一
章
︑
第
二
章
︒

③

‘A
Short
R
eport
of
the
H
ospital
at
C
anton’︵
前
掲
︶
に
も
中
国
民
衆

の
﹁
敵
意
﹂
が
書
か
れ
て
い
る
︒
因
み
に
︑
ホ
ブ
ソ
ン
が
広
東
の
恵
愛
医
館
で
行

っ
た
手
術
の
中
で
外
傷
や
骨
折
な
ど
が
最
も
多
か
っ
た
︒

④

﹁
水
節
療
法
﹂
は
︑
﹁
水
治
療
法
﹂
の
一
種
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
﹁
水

治
療
法
﹂
は
一
九
世
紀
半
ば
に
開
発
さ
れ
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
で
大
流
行

し
た
治
療
法
で
あ
る
︒
リ
デ
ィ
ア
・
ケ
イ
ン
︑
ネ
イ
ト
・
ピ
ー
ダ
ー
セ
ン
著
︑
福

井
久
美
子
訳
﹃
世
に
も
危
険
な
医
療
の
世
界
史
﹄
︵
文
藝
春
秋
︑
二
〇
一
九
年
︶

﹁
ト
ン
デ
モ
医
療
�
女
性
の
健
康
編
﹂
及
び
第
一
六
章
を
参
照
︒

⑤

﹁
瀉
血
発
表
﹂
は
頻
繁
に
出
て
く
る
治
療
法
で
︑
﹁
瀉
血
﹂
は
血
を
抜
く
こ
と
︑

﹁
発
表
﹂
は
発
汗
・
嘔
吐
・
下
痢
な
ど
を
通
じ
て
︑
病
症
を
外
に
出
す
こ
と
︒

⑥

﹁
脳
気
筋
﹂
は

nerve
に
対
す
る
訳
語
で
あ
る
︒
松
本
秀
士
﹁
西
医
東
漸
を
め

ぐ
る
﹁
筋
﹂
の
概
念
と
解
剖
学
用
語
の
変
遷
﹂
﹃
或
問

W
A
K
U
M
O
N
﹄
一
七
号
︑

二
〇
〇
九
年
︑
四
九
～
六
一
頁
︒

⑦

斑
蝥
は
ハ
ン
ミ
ョ
ウ
科
の
甲
虫
で
︑
漢
方
薬
に
使
わ
れ
る
︒
斑
蝥
椒
樟
水
は
カ

ン
タ
リ
ド
樟
脳
の
こ
と
︒

⑧

陳
万
成
ら
は
︑
胎
産
書
を
熟
知
す
る
管
茂
材
が
︑
能
動
的
に
﹁
coolin
g

drinks﹂
を
﹁
涼
潤
の
果
物
﹂
と
改
訳
し
た
と
分
析
し
︑
こ
れ
を
管
茂
材
が
中
国

医
学
に
適
合
す
る
よ
う
に
働
い
た
例
と
し
た
︒
そ
の
分
析
に
は
一
理
あ
る
︒
し
か

し
︑
な
ぜ
凍
水
を
使
っ
た
治
療
法
を
削
除
し
な
か
っ
た
か
︑
や
は
り
謎
が
残
る
︒

⑨

斑
蝥
膏
薬
は
︑
カ
ン
タ
リ
ド
樟
脳
︑
カ
ン
タ
リ
ジ
ン
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
︒

⑩

ア
ヘ
ン
は
痛
み
止
め
と
麻
酔
に
確
か
に
効
果
が
あ
っ
た
が
︑
す
ぐ
淘
汰
さ
れ
た
︒

趙
洪
鈞
は
こ
れ
ら
の
薬
物
の
効
用
は
殆
ど
な
い
と
断
定
し
︑
症
状
の
軽
減
に
少
し

役
に
立
つ
が
︑
根
治
に
は
な
ら
な
い
︑
と
認
識
し
︑
胡
成
も
こ
の
時
期
の
治
療
薬

は
む
し
ろ
漢
方
が
は
る
か
に
優
れ
て
い
る
と
い
う
︒
趙
洪
鈞
︑
前
掲
書
︑
二
〇
～

二
二
頁
︒
胡
成
︑
前
掲
論
文
︒

⑪

﹃
西
医
略
論
﹄
を
確
認
す
る
と
︑
瀉
血
法
と
し
て
﹁
玻
璃
杯
引
血
法
﹂
︵
ガ
ラ
ス

製
の
小
さ
な
壺
に
よ
り
血
を
吸
い
出
す
︶
︑
﹁
臂
凹
放
血
法
﹂
︵
切
開
に
よ
る
瀉
血
︶
︑

﹁
蜞
吮
法
﹂
︵
蛭
に
血
を
吸
わ
せ
る
︶
の
三
つ
を
挙
げ
︑
﹁
蜞
吮
法
﹂
に
つ
い
て
︑

﹁
用
蜞
数
条
︑
使
吮
其
血
︑
以
代
刀
針
︑
亦
可
︒
将
蜞
放
於
玻
璃
杯
内
︑
以
杯
覆

蓋
腫
処
︑
任
其
噬
吮
﹂
と
説
明
し
て
い
る
︒
﹃
西
医
略
論
﹄
巻
上
︑
九
頁
下
～
十

頁
上
︒

⑫

中
国
で
は
普
段
で
も
冷
た
い
物
が
最
も
忌
避
さ
れ
る
の
で
︑
生
理
期
間
や
妊
娠

期
間
︑
産
後
は
な
お
さ
ら
厳
禁
で
あ
る
︒
姚
毅
﹁
産
後
の
養
生
﹁
坐
月
子
﹂

中
国
﹂
松
岡
悦
子
・
小
浜
正
子
編
﹃
世
界
の
出
産

儀
礼
か
ら
先
端
医
療
ま
で
﹄

東
京
︑
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
一
年
︒
因
み
に
﹁
氷
袋
﹂
を
用
い
た
治
療
は
︑
一
九

二
〇
年
代
に
な
っ
て
も
反
対
さ
れ
︑
物
議
を
か
も
し
て
い
た
︒
趙
洪
鈞
︑
前
掲
書
︑
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八
九
頁
︒

三

身
体
︑
性
別
︑
道
徳
︑
宗
教

ホ
ブ
ソ
ン
の
医
学
世
界

︵
一
︶

十
九
世
紀
半
ば
の
西
洋
医
学
に
お
け
る
身
体
観
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観

前
節
で
見
て
き
た
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
の
特
徴
は
︑
い
ず
れ
も
当
時
の
中
国
人
に
と
っ
て
か
な
り
突
飛
な
発
想
で
あ
る
が
︑
十
八
～
十
九
世
紀
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
常
識
で
あ
る
︒
生
理
学
・
解
剖
学
・
発
生
学
の
発
達
に
よ
っ
て
︑
身
体
の
構
造
と
機
能
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
︑

十
八
世
紀
ご
ろ
か
ら
︑
男
女
の
身
体
的
相
似
性
を
強
調
す
る
古
い
モ
デ
ル
に
代
っ
て
︑
男
女
の
根
本
的
な
非
相
似
性
を
強
調
す
る
新
し
い
モ
デ

ル
が
一
般
の
言
説
の
中
で
も
優
勢
と
な
っ
た
︒
女
は
男
と
同
じ
睾
丸
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
男
に
な
い
子
宮
と
卵
巣
を
持
つ
存
在
で
あ

り
︑
女
体
内
に
持
つ
卵
子
は
︑
顕
微
鏡
に
よ
っ
て
精
液
中
に
発
見
し
た
精
子
と
は
大
い
に
性
質
を
異
に
す
る
と
い
う
考
え
が
︑
次
第
に
定
着
し

て
い
っ
た
︒
大
き
く
て
栄
養
豊
か
だ
が
︑
ひ
た
す
ら
受
動
的
に
待
つ
存
在
で
あ
る
卵
子
と
︑
活
発
で
能
動
的
に
卵
子
に
働
き
か
け
る
精
子
︑
と

い
う
生
殖
上
の
役
割
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
男
女
は
生
殖
上
で
平
等
で
あ
る
が
︑
女
は
受
動
的
で
家
庭
的
存

在
だ
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
の
形
成
に
寄
与
し
た①
︒

一
方
︑
女
の
身
体
が
︑
そ
の
細
部
ま
で
生
理
学
的
・
解
剖
学
的
に
凝
視
さ
れ
︑
統
計
学
的
に
分
析
さ
れ
る
に
つ
れ
︑
子
宮
や
卵
巣
の
絶
対
的

な
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
と
同
時
に
︑
不
安
定
で
故
障
を
起
こ
し
や
す
く
︑
女
性
の
病
気
の
巣
で
あ
る
と
も
認
識
さ
れ
て
い
っ
た
︒
妊
娠
の
み

な
ら
ず
女
の
存
在
に
と
っ
て
︑
子
宮
の
重
要
性
は
十
九
世
紀
に
か
け
て
さ
ら
に
高
ま
り
︑
子
宮
は
そ
の
女
性
が
妊
娠
し
て
い
る
か
否
か
に
か
か

わ
ら
ず
︑
女
の
全
存
在
を
支
配
す
る
絶
大
な
力
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
子
宮
は
﹁
女
と
い
う
有
機
体
の
中
で
最
大
の
︑
し
か
も

お
そ
ら
く
最
も
重
要
な
筋
肉
﹂
で
あ
っ
て
︑
﹁
脊
髄
と
そ
の
特
殊
な
興
奮
神
経
や
反
射
運
動
神
経
﹂
を
通
し
て
︑
全
身
の
す
べ
て
の
場
所
と
繫

が
っ
て
お
り
︑
全
身
の
隅
々
を
行
き
来
し
て
悪
さ
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た②
︒
特
に
子
宮
は
ヒ
ス
テ
リ
ー
︑
狂
気
な
ど
を
引
き
起
こ
し
︑
そ
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の
治
療
法
の
一
つ
と
し
て
︑
若
干
の
圧
が
か
か
っ
た
水
流
で
女
性
器
を
刺
激
す
る
﹁
水
力
打
診
器
﹂
が
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う③
︒

︵
二
︶

『
婦
嬰
新
説
﹄
の
身
体
・
道
徳
・
宗
教

﹃
婦
嬰
新
説
﹄
に
は
中
国
人
に
適
合
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
改
変
が
幾
つ
か
見
ら
れ
る
が
︑
上
述
し
た
十
九
世
紀
半
ば
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
産

婦
人
科
の
最
新
知
識
と
治
療
︑
そ
し
て
男
女
の
相
似
性
を
強
調
す
る
身
体
観
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
︑
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
は
基
本
的
に
そ
れ
を
そ

の
ま
ま
輸
入
し
た
こ
と
が
判
る
︒
子
宮
に
は
︑
際
立
っ
て
目
を
引
き
︑
人
体
に
お
い
て
脳
や
臓
器
と
並
ぶ
ほ
ど
の
重
要
な
位
置
が
与
え
ら
れ
た

が
︑
そ
れ
と
同
時
に
︑
子
宮
が
﹁
病
の
巣
﹂
で
あ
り
︑
女
／
男
ら
し
さ
を
規
定
す
る
重
要
な
器
官
で
あ
る
こ
と
も
﹁
発
見
﹂
さ
れ
た
︒
ま
た
受

胎
に
つ
い
て
は
︑
精
子
と
卵
子
が
如
何
に
結
合
す
る
か
が
細
部
ま
で
観
察
さ
れ
た④
︒
そ
れ
だ
け
で
な
く
︑
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
は
図
版
や
統
計
︑

デ
ー
タ
を
用
い
た
中
立
的
︑
科
学
的
記
述
の
よ
う
に
見
え
る
が
︑
実
は
身
体
︑
性
別
︑
道
徳
︑
種
族
︑
宗
教
に
関
す
る
記
述
が
散
り
ば
め
ら
れ
︑

そ
こ
か
ら
宣
教
医
で
も
あ
る
ホ
ブ
ソ
ン
の
医
学
世
界
が
見
え
る
︒

ホ
ブ
ソ
ン
は
月
経
と
気
候
の
寒
暖
︑
人
の
体
質
が
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
深
く
信
じ
て
い
る
︒
ホ
ブ
ソ
ン
は
﹁
英
国
は
寒
冷
の
地
に
位
置
し
︑

初
潮
は
十
三
か
ら
十
六
歳
に
来
る
者
が
多
い
︒
イ
ン
ド
は
暑
い
地
に
位
置
し
︑
十
一
歳
に
来
る
者
が
多
い
﹂
と
述
べ
︑
例
を
挙
げ
て
言
う
︒

﹁
イ
ン
ド
に
は
十
歳
か
ら
十
一
歳
く
ら
い
で
︑
す
で
に
子
を
産
む
婦
人
が
い
る⑤
︒
命
の
消
耗
が
早
す
ぎ
て
︑
三
十
歳
前
に
も
か
か
わ
ら
ず
す
で

に
形
態
が
老
衰
し
て
︑
再
び
妊
娠
で
き
な
く
な
る
運
命
に
な
る
︒
ま
た
北
極
の
国
に
は
︑
四
季
と
も
寒
い
た
め
︑
二
十
歳
か
ら
二
十
四
歳
に
や

っ
と
初
潮
を
迎
え
︑
六
十
歳
に
な
っ
て
も
な
お
子
を
産
め
る
婦
人
が
い
る
﹂
︵
上
巻
︑
三
葉
表
裏
︶
と
︒
こ
の
よ
う
に
︑
初
潮
と
閉
経
の
年
齢
は

地
域
の
寒
暖
に
よ
っ
て
異
な
る
と
述
べ
た
後
︑
初
潮
が
早
い
と
︑
出
産
の
年
齢
も
早
く
︑
衰
弱
老
化
も
早
い
︒
逆
に
寒
冷
の
地
で
は
︑
六
十
歳

に
な
っ
て
も
生
命
力
が
溢
れ
︑
子
を
産
め
る
身
体
に
な
る
と
言
う
︒
イ
ン
ド
と
北
極
の
国
︵
母
国
英
国
及
び
北
欧
を
想
定
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︶

を
対
比
し
て
い
る
点
も
興
味
深
く
︑
当
時
の
熱
帯
医
療
に
根
付
い
た
︑
人
種
の
優
劣
序
列
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る⑥
︒

男
女
の
数
に
つ
い
て
︑
ホ
ブ
ソ
ン
は
︑
﹁
男
女
の
多
少
は
︑
万
国
を
合
わ
せ
る
と
︑
其
の
数
は
大
概
同
じ
で
あ
る
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
医
師
が
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嘗
て
統
計
し
た
が
︑
そ
の
比
率
は
男
胎
が
百
六
に
対
し
︑
女
胎
が
百
﹂
︵
上
巻
︑
一
五
葉
裏
︶
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
男
女
比
は
今
で
も
常
識
の

範
囲
と
言
え
る
︒
し
か
し
︑
ホ
ブ
ソ
ン
は
続
け
て
言
う
︒
事
実
上
︑
世
界
中
の
男
女
数
は
違
い
︑
女
性
が
男
性
よ
り
も
多
い
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑

一
つ
は
︑
母
体
中
で
亡
く
な
る
胎
児
は
男
が
女
よ
り
多
い
︑
今
一
つ
は
︑
男
は
働
き
苦
労
し
︑
危
険
な
地
に
赴
く
こ
と
が
女
性
よ
り
多
く
︑
命

を
落
と
し
や
す
い
﹂
か
ら
だ
と
︒
さ
ら
に
︑
ホ
ブ
ソ
ン
は
こ
こ
で
突
然
話
題
を
変
え
︑
﹁
人
の
多
少
増
減
は
︑
造
化
主
の
権
能
に
し
て
不
可
思

議
で
あ
る
︒
人
は
自
分
が
ど
こ
か
ら
来
た
か
︑
な
ぜ
古
今
東
西
を
問
わ
ず
︑
形
体
に
一
人
と
し
て
同
じ
者
が
無
い
か
︑
な
ぜ
身
体
の
功
用
は
こ

の
よ
う
に
奧
妙
な
る
か
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
︒
こ
れ
は
必
ず
主
宰
す
る
者
が
あ
る
︒
ど
う
し
て
敬
畏
す
る
の
を
知
ら
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う

か
﹂
と
説
教
し
始
め
る
︒
男
女
の
数
も
造
物
主
の
不
思
議
な
力
で
決
め
ら
れ
︑
男
性
は
外
で
冒
険
す
る
も
の
だ
と
︑
ホ
ブ
ソ
ン
は
慎
み
深
く
信

じ
て
い
る
︒
確
か
に
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
の
宗
教
的
色
彩
は
彼
の
他
の
医
学
書
に
比
べ
て
薄
い
方
で
は
あ
る
が
︑
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
を
通
読
す
る
と
︑

こ
の
よ
う
な
造
物
主
へ
の
驚
嘆
と
敬
虔
が
至
る
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
の
が
容
易
に
判
る
︒
前
述
し
た
子
宮
の
﹁
精
妙
さ
﹂
に
つ
い
て
も
︑

﹁
造
化
の
妙
用
は
︑
真
に
不
可
思
議
で
あ
る
﹂
と
造
物
主
を
賛
美
し
︑
ま
た
︑
陣
痛
が
連
続
せ
ず
間
隔
を
空
け
て
来
る
こ
と
も
﹁
造
化
主
の
意

志
﹂
で
︑
産
婦
が
激
痛
に
堪
え
る
た
め
だ
︑
と
す
る
︵
上
巻
︑
二
〇
葉
裏
︶
︒

中
国
に
や
っ
て
来
た
他
の
宣
教
医
と
同
様
︑
ホ
ブ
ソ
ン
は
科
学
的
医
学
を
論
じ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
︑
実
際
に
は
至
る
所
で
神
学
的
啓

示
が
施
さ
れ
︑
伝
教
の
使
命
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
﹁
論
男
女
不
生
育
之
故
﹂
で
も
露
骨
に
展
開
さ
れ
て
い
る
︒
造
物
主
は
男

女
を
問
わ
ず
全
て
の
﹁
人
﹂
に
平
等
な
生
殖
の
権
能
を
与
え
て
お
り
︑
子
孫
が
で
き
な
い
者
は
必
ず
自
身
も
し
く
は
父
母
の
行
為
に
問
題
が
あ

っ
た
と
し
て
い
る
︒
で
は
﹁
問
題
﹂
と
は
何
か
？

ホ
ブ
ソ
ン
は
男
性
に
つ
い
て
六
つ
の
悪
い
習
慣
︑
即
ち
﹁
オ
ナ
ニ
ー
︑
早
婚
︑
節
度
の
な

い
性
交
︑
多
妻
︑
買
春
︑
鶏
姦
﹂
を
挙
げ
る
︒
こ
れ
ら
の
行
為
は
︑
不
妊
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
れ
よ
り
む
し

ろ
︑
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
で
考
え
ら
れ
て
い
た
道
徳
的
汚
点
だ
と
言
っ
た
ほ
う
が
正
し
い
︒
男
性
不
妊
の
生
理
的
原
因
も
挙
げ
て
い
る
が
︑
そ
れ

ら
の
生
理
的
原
因
は
﹁
大
概
淫
欲
の
致
す
所
で
あ
り
︑
そ
う
で
な
け
れ
ば
父
母
の
淫
欲
の
害
毒
を
︑
胎
児
が
感
受
し
た
の
で
あ
る
︒
あ
あ
︑
一

つ
の
邪
念
︑
片
時
の
縦
欲
は
︑
或
い
は
終
身
に
累
を
及
ぼ
し
︑
或
い
は
子
女
に
害
を
及
ぼ
す
︒
人
は
︑
ど
う
し
て
痛
省
を
知
ら
ず
に
い
ら
れ
よ
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う
か
﹂
と
す
る
︒
生
理
的
病
は
不
道
徳
的
な
行
為
の
結
果
だ
と
説
明
し
︑
そ
れ
は
さ
ら
に
世
代
を
超
え
て
悪
影
響
を
与
え
︑
不
妊
と
い
う
結
果

を
齎
す
の
で
︑
自
ら
の
日
頃
の
行
為
を
反
省
し
︑
悔
い
改
め
る
べ
き
だ
と
促
し
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
不
思
議
な
こ
と
に
女
性
に
つ
い
て
は
︑
ホ
ブ
ソ
ン
は
子
宮
や
卵
巣
︑
膣
に
生
じ
る
様
々
な
器
質
性
病
因
を
挙
げ
︑
あ
く
ま
で
も
純

粋
な
生
理
の
角
度
か
ら
不
妊
を
解
釈
し
て
い
る
︒
た
だ
し
ホ
ブ
ソ
ン
は
︑
女
性
の
行
為
の
道
徳
性
に
は
言
及
し
な
か
っ
た
も
の
の
︑
当
時
の
新

し
い
男
女
観
モ
デ
ル
で
あ
る
近
代
家
族
的
一
夫
一
婦
の
貞
操
観
念
を
鼓
吹
し
て
い
た
︒
彼
は
続
け
て
こ
う
言
う
︒
﹁
大
抵
一
夫
一
妻
で
︑
互
い

に
気
を
配
っ
て
老
い
を
と
も
に
す
る
こ
と
は
︑
人
道
の
常
で
あ
る
︒
房
事
に
節
度
が
あ
れ
ば
︑
則
ち
終
身
強
健
に
な
り
︑
子
孫
は
繁
衍
す
る
︒

此
に
反
す
れ
ば
則
ち
生
殖
に
支
障
を
来
す
︒
故
に
多
妻
の
男
子
は
︑
子
孫
を
持
つ
の
が
難
し
く
な
り
︑
娼
妓
は
稀
に
し
か
妊
娠
で
き
な
い
﹂
と
︑

多
妻
多
妾
の
男
性
と
並
ん
で
︑
性
的
に
だ
ら
し
な
い
娼
婦
は
妊
娠
し
に
く
い
と
言
っ
て
︑
一
夫
一
婦
制
に
と
っ
て
脅
威
の
存
在
で
あ
る
娼
婦
を

や
り
玉
に
挙
げ
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
身
体
的
疾
病
が
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
や
道
徳
性
と
結
び
付
け
て
論
じ
ら
れ
︑
身
体
の
欠
陥
が
道
徳
的
欠
陥
に
起
因
す
る
と
さ

れ
た
︒
こ
れ
だ
け
で
な
く
︑
﹁
男
子
の
外
腎
と
婦
人
の
子
宮
は
︑
そ
の
功
用
が
相
対
し
て
成
立
す
る
︒
男
子
は
外
腎
が
な
い
と
︑
形
状
は
婦
人

に
近
似
す
る
︒
婦
人
は
子
宮
が
な
い
と
︑
性
情
は
頗
ぶ
る
男
子
に
類
似
す
る
﹂
と
言
う
︵
上
巻
︑
一
四
葉
表
︶
︒
こ
こ
で
ホ
ブ
ソ
ン
は
︑
造
物
主

は
生
殖
の
た
め
に
︑
男
女
に
平
等
に
完
璧
な
身
体
を
与
え
た
の
だ
と
再
び
強
調
す
る
︒
前
述
し
た
男
女
の
相
似
性
と
共
に
成
立
し
た
男
女
平
等

観
の
表
明
と
言
え
る
が
︑
し
か
し
︑
男
女
そ
れ
ぞ
れ
持
つ
べ
き
と
さ
れ
る
生
殖
器
官
が
欠
損
す
れ
ば
︑
そ
の
本
来
の
﹁
性
﹂
も
失
う
こ
と
に
な

る
と
言
う
︒
卵
巣
の
な
い
女
性
に
つ
い
て
ホ
ブ
ソ
ン
は
︑
卵
巣
が
な
い
と
月
経
が
な
く
︑
子
を
産
め
ず
︑
そ
し
て
﹁
性
情
は
人
と
異
な
り
︑
概

ね
婦
人
の
情
が
無
く
な
り
︑
治
療
法
も
な
い
﹂
︵
上
巻
︑
四
葉
裏
︶
と
説
明
す
る
︒
つ
ま
り
︑
子
宮
や
卵
巣
は
女
性
を
女
性
た
ら
し
め
る
身
体
的

所
与
で
︑
そ
れ
が
な
い
と
︑
﹁
婦
人
の
情
が
な
く
︑
性
情
が
男
に
似
て
﹂
︑
や
は
り
不
完
全
だ
と
言
う
の
で
あ
る⑦
︒
﹁
婦
人
の
情
﹂
と
は
何
か
を

述
べ
て
は
い
な
い
が
︑
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
貞
淑
順
従
︑
性
的
に
無
知
な
受
動
的
女
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

こ
れ
が
ホ
ブ
ソ
ン
の
医
学
世
界
で
あ
る
︒
ホ
ブ
ソ
ン
が
中
国
に
赴
い
た
時
︑
他
の
宣
教
医
と
同
様
に
必
ず
直
面
す
る
︑
﹁
霊
魂
﹂
と
﹁
肉
体
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＝
治
療
﹂
の
救
済
と
い
う
問
題
へ
の
対
応
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
彼
は
中
立
的
な
医
学
論
述
の
際
に
︑
身
体
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
︑
道
徳
と
神

学
を
一
体
化
さ
せ
︑
巧
み
に
そ
し
て
有
機
的
に
関
連
さ
せ
た
の
で
あ
る⑧
︒

①

ト
マ
ス
・
ラ
カ
ー
著
︑
高
井
宏
子
・
細
谷
等
訳
﹃
セ
ッ
ク
ス
の
発
明
：
性
差
の

観
念
史
と
解
剖
学
の
ア
ポ
リ
ア
﹄
工
作
舎
︑
一
九
九
八
年
︒
荻
野
美
穂
﹃
ジ
ェ
ン

ダ
ー
化
さ
れ
る
身
体
﹄
東
京
︑
勁
草
書
房
︑
二
〇
〇
二
年
︑
一
五
〇
頁
︒

②

M
ary
Poovey,“‘Scenes
of
an
Indelicate
C
haracter’:
T
he
M
edical

‘T
reatm
ent’
of
V
ictorian
W
om
en,”
in
G
allagher
and
Laqueur
eds.,

T
he
M
aking
of
the
M
odern
B
ody:
Sexuality
and
Society
in
the

N
ineteenth
C
entury
(B
erkeley:
U
niversity
of
C
alifornia
Press,1987),

p.145.

③

グ
レ
イ
ム
・
ド
ナ
ル
ド
著
︑
花
田
知
恵
訳
﹃
図
説
偽
科
学
・
珍
学
説
読
本
﹄
東

京
︑
原
書
房
︑
二
〇
一
三
年
︒
こ
の
﹁
水
力
打
診
器
﹂
と
︑
先
に
み
た
﹁
水
節
療

法
﹂
と
の
関
連
は
明
ら
か
で
な
い
が
︑
様
々
な
医
療
道
具
が
発
明
さ
れ
︑
女
性
の

身
体
を
実
験
台
と
し
て
い
た
こ
と
が
言
え
る
︒

④

女
性
の
身
体
へ
の
解
剖
学
的
・
統
計
学
的
な
ま
な
ざ
し
は
︑
二
十
世
紀
初
頭
に

中
国
で
も
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
︒
姚
毅
﹁
中
国
医
学
に
お
け
る
医
療
・
身

体
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
﹂
小
浜
正
子
・
下
倉
渉
・
佐
々
木
愛
・
高
嶋
航
・
江
上
幸
子
編

﹃
中
国
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
研
究
入
門
﹄
京
都
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
八
年
︒

⑤

﹃
全
体
新
論
﹄
﹁
月
水
論
﹂
に
は
︑
イ
ン
ド
で
わ
ず
か
八
歳
で
出
産
し
た
例
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
︒

⑥

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ア
ー
ノ
ル
ド
著
︑
見
市
雅
俊
訳
﹃
身
体
の
植
民
地
化

19

世
紀
イ
ン
ド
の
国
家
医
療
と
流
行
病
﹄
み
す
ず
書
房
︑
二
〇
一
九
年
︒

⑦

﹃
全
体
新
論
﹄
の
﹁
外
腎
経
﹂
に
も
︑
男
の
睾
丸
が
去
勢
さ
れ
る
と
﹁
音
容
頓

改
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒

⑧

人
体
の
精
妙
な
仕
組
み
も
︑
神
が
あ
る
目
的
に
合
わ
せ
て
作
っ
た
も
の
だ
と
ホ

ブ
ソ
ン
が
深
く
信
じ
て
い
る
が
︑
し
か
し
そ
れ
を
中
国
人
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
た

め
に
︑
世
俗
的
医
学
を
道
具
と
し
て
利
用
し
た
︒
こ
れ
が
一
八
三
八
年
に
成
立
し

た
中
国
医
療
伝
道
会
の
目
的
で
も
あ
る
︒
詳
細
は
吉
田
︑
前
掲
論
文
︒

四

﹁
生
殖
﹂
を
め
ぐ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
身
体
政
治

︵
一
︶

ホ
ブ
ソ
ン
の
医
学
と
身
体
政
治

こ
れ
ま
で
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
の
翻
訳
︑
特
徴
︑
そ
し
て
医
学
世
界
を
見
て
き
た
︒
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
は
医
学
知
識
の
み
な
ら
ず
︑
十
九
世
紀
半
ば

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
身
体
観
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
も
内
包
し
︑
さ
ら
に
︑
﹃
全
体
新
論
﹄
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
ろ
宗
教
的
色
彩
を
色
濃
く
帯
び
て
い

た
︒
ホ
ブ
ソ
ン
の
活
動
し
た
時
期
は
︑
ち
ょ
う
ど
第
一
次
及
び
第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
の
時
期
で
あ
り
︑
通
商
拡
大
と
共
に
伝
教
と
医
学
活
動
が
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﹁
保
護
﹂
さ
れ
︑
そ
れ
ら
の
権
益
は
第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
後
さ
ら
に
天
津
・
北
京
ま
で
拡
大
し
て
い
た
︒
彼
の
身
体
観
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
︑
道

徳
観
の
正
統
性
は
︑
医
学
的
権
威
と
絶
対
的
存
在
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
に
裏
打
ち
さ
れ
︑
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
た
︒
来
華
し
た
他
の
宣
教

医
と
同
様
︑
ホ
ブ
ソ
ン
の
最
終
の
目
的
は
キ
リ
ス
ト
教
の
理
想
と
西
洋
文
明
の
基
準
で
中
国
社
会
を
改
造
す
る
こ
と
に
あ
る
︒
慈
善
の
性
格
を

持
つ
西
洋
医
学
は
こ
う
し
た
帝
国
主
義
の
拡
張
の
根
拠
で
あ
り
︑
道
具
で
あ
っ
た①
︒
特
に
産
婦
人
科
を
含
む
外
科
︵
特
に
眼
科
︑
腫
瘍
の
切
除
な

ど
︶
が
そ
の
即
効
性
や
具
体
的
に
目
で
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
︑
西
洋
医
学
を
推
進
す
る
突
破
口
と
さ
れ
て
い
た②
︒
し
か
し
︑
当

時
の
中
国
は
︑
医
療
器
具
や
こ
れ
を
用
い
た
﹁
刀
法
﹂
に
強
い
抵
抗
が
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
︑
分
娩
は
産
婆
や
産
婦
の
周
り
の
女
性
の
み
の
領

域
と
さ
れ
︑
中
国
人
男
性
医
者
さ
え
入
り
込
む
余
地
が
な
か
っ
た
の
で
︑
西
洋
人
男
性
が
関
与
す
る
の
は
な
お
さ
ら
難
し
か
っ
た
︒
つ
ま
り
︑

西
洋
産
婦
人
科
は
中
国
に
導
入
さ
れ
る
際
に
︑
文
化
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
二
重
の
厚
い
壁
に
ぶ
つ
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
を
突
破
す
る
た

め
︑
欧
米
の
女
性
宣
教
医
を
中
国
に
呼
び
寄
せ
た
り
︑
中
国
人
女
性
医
師
を
養
成
し
た
り
︑
ま
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
の
緩
い
下
層
の
民
衆
に
無

料
の
助
産
を
施
し
た
り
と
︑
様
々
な
戦
略
を
講
じ
て
き
た③
︒
こ
れ
と
同
時
に
産
婆
の
無
知
や
こ
れ
ら
の
無
知
な
産
婆
を
野
放
し
に
し
た
医
者
の

責
任
を
糾
弾
し
︑
学
校
で
正
式
な
医
学
教
育
を
受
け
た
医
師
に
の
み
治
療
資
格
を
与
え
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
︒
こ
の
よ
う
な
産
婆
批
判
と
医

学
教
育
の
主
張
は
︑
管
見
の
限
り
︑
ホ
ブ
ソ
ン
に
よ
る
も
の
が
最
も
早
い
部
類
に
属
す
る④
︒
﹃
全
体
新
論
﹄
の
﹁
胎
論
﹂
に
﹁
西
洋
の
国
で
は

助
産
の
こ
と
は
皆
医
師
が
主
導
し
︑
⁝
中
国
で
は
専
ら
狡
猾
な
老
婆
愚
婦
が
為
さ
れ
て
い
る
﹂
と
あ
り
︑
中
国
で
は
分
娩
が
全
て
産
婆
の
手
に

委
ね
ら
れ
て
い
る
の
を
問
題
に
し
︑
出
産
領
域
の
専
門
化
を
提
唱
し
て
い
る⑤
︒
欧
米
で
は
出
産
領
域
の
専
門
化
は
男
性
医
師
の
出
産
領
域
へ
の

進
出
を
意
味
し
︑
医
師
が
男
性
︑
助
産
師
が
女
性
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
役
割
を
形
成
す
る
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
が
︑
先
述
し
た
よ
う
に
中
国
で

は
戦
略
的
に
女
性
医
師
を
養
成
し
活
用
し
て
い
た
︒
女
性
医
師
の
活
用
は
︑
中
国
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
へ
の
妥
協
と
譲
歩
で
あ
る
が
︑
同
時
に
西

洋
医
療
界
に
お
け
る
男
性
独
占
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
を
変
化
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
っ
て
︑
複
雑
な
身
体
政
治
で
あ
っ
た⑥
︒

ホ
ブ
ソ
ン
が
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
を
翻
訳
す
る
際
に
︑
医
療
器
具
や
﹁
刀
法
﹂
を
紹
介
し
な
か
っ
た
の
は
︑
中
国
文
化
に
対
す
る
妥
協
に
見
え
る

が
︑
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
伝
教
と
西
洋
医
学
の
推
進
︑
ま
た
西
洋
と
中
国
の
優
劣
の
差
を
示
す
た
め
で
あ
っ
て
︑
広
い
意
味
で
の
身
体
政
治
と
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言
え
る⑦
︒
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
は
こ
う
し
た
文
明
の
覇
権
を
め
ぐ
る
身
体
政
治
か
ら
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
は
︑

中
国
に
如
何
に
受
け
止
め
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
︒

︵
二
︶

『
婦
嬰
新
説
﹄
の
受
容

﹃
婦
嬰
新
説
﹄
の
発
行
部
数
は
不
明
だ
が
︑
﹃
全
体
新
論
﹄
の
初
版
は
一
二
〇
〇
部
と
言
わ
れ
る
︒
王
韜
は
日
記
で
︑
﹃
全
体
新
論
﹄
刊
行
後
︑

﹁
遠
近
翕
然
と
し
て
こ
れ
を
称
賛
し
︑
購
買
者
は
重
価
を
憚
ら
な
か
っ
た
﹂
と
し
︑
ま
た
︑
ホ
ブ
ソ
ン
が
亡
く
な
っ
た
後
の
﹁
英
医
合
信
氏

伝
﹂
で
は
︑
﹁
其
の
著
す
る
五
書
は
︑
今
已
に
海
内
に
風
行
し
て
い
る
﹂
と
称
賛
し
て
い
る⑧
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
﹃
全
体
新
論
﹄
が
広
く
読
ま
れ

て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
︒
し
か
し
実
際
に
は
︑
産
婦
人
科
著
作
と
し
て
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
だ
け
で
な
く
﹃
全
体
新
論
﹄
も
︑
刊
行
後
少
な
く
と

も
二
十
数
年
の
間
︑
そ
れ
ほ
ど
﹁
衝
撃
﹂
的
な
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
︒
﹃
全
体
新
論
﹄
刊
行
後
の
翌
一
八
五
二
年
︑
そ
れ

が
海
山
仙
館
叢
書
に
収
録
さ
れ
る
際
に
︑
海
山
仙
館
主
人
潘
仕
成
に
よ
る
長
い
序
文
﹁
全
体
新
論
弁
語
﹂
が
付
さ
れ
︑
﹃
全
体
新
論
﹄
の
解
剖

及
び
受
胎
論
に
つ
い
て
非
常
に
興
味
深
い
見
解
が
示
さ
れ
た⑨
︒
こ
の
序
文
は
︑
ま
ず
ホ
ブ
ソ
ン
の
解
剖
図
は
宋
の
王
惟
徳
の
﹁
銅
人
図⑩
﹂
に
似

て
い
る
こ
と
︑
ま
た
中
国
の
古
典
書
籍
の
記
述
も
解
剖
に
よ
る
知
見
で
あ
る
と
認
め
︑
そ
れ
な
の
に
ど
う
し
て
﹁
西
医
の
剖
視
が
根
拠
あ
り
︑

中
国
の
剖
視
が
根
拠
不
足
﹂
と
言
え
る
の
か
︑
と
ホ
ブ
ソ
ン
の
中
国
医
学
批
判
に
反
論
す
る
︒
そ
し
て
ホ
ブ
ソ
ン
の
自
称
す
る
﹁
新
論
﹂
は

﹁
全
て
知
見
が
な
い
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
﹂
と
︑
あ
る
程
度
評
価
す
る
も
︑
中
国
古
典
の
﹃
霊
枢
﹄
﹃
素
問
﹄
と
は
異
な
る
も
の
で
︑
﹁
偏

隅
の
学
︑
一
家
の
言
﹂
と
し
か
言
え
な
い
と
貶
め
る
︒
さ
ら
に
︑
受
精
受
胎
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
問
題
視
し
た
︒

そ
の
精
血
が
ど
こ
か
ら
き
て
ど
こ
へ
到
達
し
︑
胚
胎
が
い
つ
ど
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
か
の
議
論
な
ど
は
︑
ど
う
し
て
死
体
を
解
剖
す
る
こ
と
で
︑
そ

れ
ら
の
動
き
や
タ
イ
ミ
ン
グ
が
考
察
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
す
べ
て
こ
と
さ
ら
に
異
説
を
た
て
て
い
る
も
の
で
︑
そ
の
所
説
は
妥
当

で
は
な
い
︒
た
だ
著
者
は
中
国
の
書
籍
が
読
め
︑
正
し
い
解
釈
が
記
さ
れ
た
字
を
識
っ
て
い
る
人
で
あ
る
の
で
︑
す
べ
て
が
荒
唐
無
稽
だ
と
い
う
わ
け
で
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は
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
著
者
側
は
当
て
推
量
を
い
っ
て
い
る
だ
け
だ
と
は
い
え
︑
我
々
の
ほ
う
と
し
て
も
と
り
あ
え
ず
聴
い
て
差
し
支
え
な
い
︒

上
か
ら
の
目
線
で
ホ
ブ
ソ
ン
説
が
﹁
妥
当
で
は
な
い
﹂
と
断
定
し
て
い
る
も
の
の
︑
西
医
に
対
す
る
前
向
き
な
姿
勢
や
寛
容
性
も
窺
え
る
︒

こ
こ
で
重
要
な
の
は
︑
既
に
死
ん
だ
人
を
解
剖
し
て
︑
何
時
ど
の
よ
う
に
受
精
・
受
胎
し
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
で
き
よ
う
か
︑

と
疑
問
を
呈
し
︑
受
胎
は
解
剖
で
解
明
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
の
考
え
を
は
っ
き
り
示
し
た
こ
と
だ
︒
こ
れ
は
恐
ら
く
当
時
の
中
国
人
の
一

般
的
反
応
と
言
え
る
︒
ホ
ブ
ソ
ン
医
学
書
の
影
響
を
受
け
た
と
言
わ
れ
て
い
る
石
寿
棠
は
﹃
医
原
﹄
︵
一
八
六
一
︶
の
﹁
女
科
論
﹂
で
︑
﹁
西
医

云
﹂
と
し
て
ホ
ブ
ソ
ン
の
受
胎
論
を
詳
し
く
引
用
し
た
が
︑
﹁
こ
の
説
は
元
台
の
説
と
同
じ
だ
か
ら
︑
信
頼
で
き
る
よ
う
だ⑪
﹂
と
述
べ
︑
直
ち

に
ホ
ブ
ソ
ン
を
信
用
し
な
か
っ
た
︒
そ
れ
ば
か
り
か
︑
石
は
終
始
胎
産
書
の
文
脈
に
沿
っ
て
論
を
展
開
し
て
お
り
︑
ホ
ブ
ソ
ン
の
影
響
を
受
け

た
形
跡
は
全
く
見
ら
れ
な
い
︒
ま
た
ホ
ブ
ソ
ン
と
親
し
か
っ
た
王
韜
も
︑
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
に
あ
る
﹁
難
産
治
療
法
は
必
ず
中
医
の
不
足
を
補
う

だ
ろ
う⑫
﹂
と
客
観
的
に
評
し
た
だ
け
だ
っ
た
︒

﹃
婦
嬰
新
説
﹄
を
は
じ
め
と
す
る
西
洋
産
婦
人
科
知
識
に
対
す
る
激
し
い
反
論
は
︑
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
な
っ
て
か
ら
頻
繁

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る⑬
︒
そ
の
背
景
と
し
て
︑
前
述
し
た
戦
略
の
外
に
︑
宣
教
医
が
医
療
器
具
及
び
手
術
を
出
産
現
場
に
取
り
入
れ
た
こ
と
︑

西
洋
医
学
が
排
他
的
優
位
性
を
確
立
し
て
中
国
医
学
へ
の
攻
撃
を
強
め
︑
中
国
の
秩
序
が
よ
っ
て
立
つ
基
盤
そ
の
も
の
の
転
換
を
迫
っ
た
こ
と

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る⑭
︒
一
八
六
〇
年
に
カ
ー
が
中
国
初
の
難
産
時
の
﹁
砕
胎
術
﹂
︵
ホ
ブ
ソ
ン
の
言
う
﹁
殺
子
救
母
﹂
︶
を
行
い
︑
一
八
六
六
年
に

ピ
ン
セ
ッ
ト
を
使
っ
て
胎
児
を
取
り
出
す
手
術
を
行
っ
た
︒
僅
か
数
例
し
か
な
く
︑
し
か
も
下
層
民
衆
を
対
象
と
し
た
︑
こ
う
し
た
手
術
が

徐
々
に
増
え
て
い
き
︑
十
九
世
紀
後
半
か
ら
︑
麻
酔
や
消
毒
技
術
の
発
達
︑
外
科
手
術
の
進
歩
に
つ
れ
︑
帝
王
切
開
術
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
︒
特
に
帝
王
切
開
術
は
難
産
解
決
の
最
高
の
手
段
と
さ
れ
︑
西
洋
産
婦
人
科
学
の
優
越
性
を
示
す
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
︒

こ
う
し
た
西
医
優
位
論
に
真
っ
向
か
ら
反
論
す
る
知
識
人
が
多
く
い
た
︒
た
と
え
ば
西
洋
で
は
︑
﹁
紅
腫
く
ら
い
で
す
ぐ
麻
酔
薬
を
飲
ま
せ
︑

メ
ス
で
そ
の
毒
肉
を
切
除
す
る
︒
甚
だ
し
き
に
い
た
っ
て
は
︑
婦
女
の
子
宮
さ
え
切
開
法
が
用
い
ら
れ
︑
し
か
も
そ
れ
が
西
洋
産
婦
人
科
の
真
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髄
と
さ
れ
て
い
る
﹂
と
嘆
き
︑
切
開
法
を
批
判
し
た
︒
さ
ら
に
﹁
中
医
は
︑
虚
弱
の
人
に
針
灸
を
施
す
時
さ
え
も
気
の
漏
れ
を
恐
れ
て
い
る
の

に
︑
肚
腹
を
切
開
し
て
は
正
気
を
傷
つ
け
ず
に
済
む
で
あ
ろ
う
か⑮
﹂
と
切
開
法
が
賢
明
で
な
い
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
臨
床
経
験
が

豊
富
な
医
者
で
あ
る
許
克
勤
は
︑
﹁
婦
人
が
妊
娠
し
て
も
産
み
落
と
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
︑
西
国
で
は
子
を
犠
牲
に
し
て
母
を
救
う
方
法

が
あ
る
﹂
と
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
を
引
用
し
︑
﹁
蘇
城
に
い
た
陸
と
い
う
老
婆
は
︑
こ
の
治
療
に
長
け
て
い
た
︒
子
の
肉
を
一
切
れ
一
切
れ
切
り
取

っ
て
も
産
母
は
痛
み
を
感
じ
ず
︑
そ
の
効
は
明
ら
か
で
︑
人
の
耳
目
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
こ
れ
は
我
︹
＝
中
国
︺
に
及
ば
な
い
も
の
の
四

つ
目
で
あ
る⑯
﹂
︑
と
述
べ
︑
中
国
の
産
婆
術
が
切
開
法
よ
り
優
れ
て
い
る
と
説
い
た
︒

︵
三
︶

胎
産
書
に
お
け
る
子
宮
と
受
胎

で
は
な
ぜ
刊
行
当
初
︑
そ
れ
ほ
ど
﹁
衝
撃
的
﹂
と
受
け
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
の
列
挙
す
る
病
症
と
治
療
法
は

当
時
の
中
国
の
そ
れ
に
は
る
か
に
及
ば
な
い
こ
と
︑
﹁
刀
法
﹂
は
当
時
の
中
国
で
ま
だ
殆
ど
使
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
︑
ホ
ブ
ソ
ン
の
中
国
批
判

は
そ
れ
ほ
ど
脅
威
に
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
︑
よ
り
根
本
的
に
は
︑
﹃
全
体
新
論
﹄
も
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
も
潘
仕
成
の

言
う
よ
う
な
当
て
推
量
︑
根
拠
の
な
い
も
の
で
︑
胎
産
書
の
ほ
う
が
信
頼
で
き
る
と
の
認
識
に
あ
っ
た
と
考
え
た
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒

子
宮
は
古
く
か
ら
﹁
胞
﹂
﹁
胞
宮
﹂
﹁
女
子
胞
﹂
な
ど
の
名
称
で
呼
ば
れ
︑
月
経
・
妊
娠
を
司
る
︑
と
認
識
さ
れ
て
い
た⑰
︒
﹁
子
宮
﹂
の
形
状

と
位
置
及
び
機
能
に
つ
い
て
明
代
の
著
名
な
産
婦
人
科
医
朱
震
亨
︵
一
二
八
一
～
一
三
五
八
︶
が
︑
そ
の
﹃
格
致
余
論
﹄
︵
一
三
四
七
︶
で
論
じ
て

い
た⑱
︒
そ
の
後
︑
例
え
ば
明
代
の
張
介
賓
︵
一
五
六
三
～
一
六
四
〇
︶
の
よ
う
に
︑
子
宮
の
正
確
な
位
置
と
機
能
に
つ
い
て
論
じ
る
医
者
が
多
く

出
た⑲
︒
し
か
し
︑
多
く
の
研
究
者
が
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
中
国
の
胎
産
書
に
子
宮
へ
の
言
及
は
増
え
た
も
の
の
限
定
さ
れ
て
お
り
︑
ま
た
︑
機

能
を
認
識
し
た
と
し
て
も
正
確
に
ど
こ
に
位
置
し
て
い
る
か
と
い
う
構
造
に
は
無
関
心
で
あ
っ
た⑳
︒
こ
の
こ
と
は
︑
一
八
三
〇
年
に
書
か
れ
た

張
曜
孫
の
﹃
産
孕
集
﹄
か
ら
確
認
で
き
る㉑
︒

著
者
の
張
曜
孫
︵
一
八
〇
八
～
一
八
六
三
︶
は
︑
官
僚
で
あ
る
が
詩
文
の
執
筆
や
医
療
活
動
に
も
従
事
し
︑
特
に
代
々
伝
承
の
産
婦
人
科
に
長
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け
て
い
た㉒
︒
﹃
産
孕
集
﹄
は
︑
ホ
ブ
ソ
ン
と
同
時
代
に
活
躍
し
た
儒
学
者
の
医
学
著
作
の
代
表
と
見
て
よ
い
︒
﹃
産
孕
集
﹄
上
篇
﹁
弁
孕
第
一
﹂

の
は
じ
め
に
︑
受
胎
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
︒

二
気
が
た
が
い
に
感
応
し
︑
合
し
て
霊
妙
な
働
き
︵
神
︶
が
生
ま
れ
る
︒
男
女
の
両
精
が
た
が
い
を
探
し
捉
え
︑
聚
ま
っ
て
形
を
成
す
︒
陽
は
奇
と
し

て
施
し
︑
陰
は
偶
と
し
て
承
け
る
︒
陽
は
施
し
て
動
き
︑
陰
は
承
け
て
動
く
︒
静
に
な
れ
ば
陽
は
凝
固
し
︑
動
け
ば
陰
は
摂
取
す
る
︑
動
と
静
と
が
互
い

に
そ
の
根
源
と
な
り
︑
形
と
神
と
が
こ
も
ご
も
よ
り
ど
こ
ろ
に
な
っ
て
︑
妊
娠
が
成
立
す
る
︒

こ
れ
に
続
き
︑
﹁
易
曰
く
﹂
と
﹃
易
﹄
を
引
用
し
な
が
ら
︑
﹁
人
﹂
の
形
成
だ
け
で
な
く
︑
天
地
万
物
の
生
成
原
理
や
宇
宙
原
理
を
延
々
と
説

き
︑
受
胎
や
胎
発
生
の
経
過
に
関
す
る
記
述
に
︑
﹁
子
宮
﹂
や
﹁
女
胞
﹂
な
ど
具
体
的
器
官
や
場
所
を
指
す
語
が
一
つ
も
見
当
た
ら
な
い
︒
さ

ら
に
︑
胎
発
生
の
経
過
に
つ
い
て
︑
﹁
養
孕
第
二
﹂
に
二
か
所
の
記
述
が
あ
る
︒
下
に
そ
の
一
か
所
の
一
部
だ
け
を
紹
介
す
る
︒

一
か
月
は
露
珠
の
ご
と
し
︒
太
極
あ
り
︑
陰
陽
未
だ
判
ぜ
ざ
る
な
り
︒
二
か
月
は
花
蘂
の
ご
と
し
︒
太
極
両
儀
を
生
ず
︒
三
か
月
か
ら
五
か
月
ま
で
は

形
体
具
わ
り
四
肢
な
る
︒
両
儀
は
四
象
を
生
ず
︒

抽
象
的
で
摑
み
よ
う
が
な
い
が
︑
男
女
の
生
殖
液
で
あ
る
﹁
精
気
﹂
が
結
合
し
て
新
た
な
個
体
の
生
命
を
生
み
出
す
︑
と
理
解
し
て
い
た
こ

と
︑
ま
た
胎
児
が
発
達
し
て
い
く
様
子
や
大
き
さ
が
観
察
に
基
づ
き
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
し
か
し
同
時
に
︑
そ
れ
は
単
な
る

精
子
と
卵
子
の
結
合
で
は
な
く
︑
胎
児
の
成
長
も
胎
発
生
学
的
で
な
く
︑
天
地
陰
陽
の
気
を
受
け
て
受
胎
し
成
長
す
る
と
捉
え
︑
個
体
と
宇
宙

を
有
機
的
に
連
結
さ
せ
て
象
徴
的
に
表
現
し
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
受
胎
や
胎
児
の
成
長
は
精
子
と
卵
子
だ
け
で
語
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
︑

顕
微
鏡
で
観
察
し
解
剖
学
的
に
認
知
で
き
る
も
の
で
も
な
い
︑
と
認
識
し
て
い
た
︒
こ
う
し
て
形
成
し
た
身
体
は
︑
よ
り
高
次
元
の
宇
宙
原
理
︑
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道
徳
に
繫
が
り
︑
分
解
不
可
の
も
の
と
な
っ
た
︒
そ
の
分
解
不
可
の
完
全
性
・
曖
昧
性
・
不
可
視
性
こ
そ
高
い
象
徴
的
価
値
を
持
ち
︑
よ
り
深

い
意
味
を
持
つ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
こ
れ
は
医
者
が
母
子
の
生
命
を
軽
視
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
︒
張
曜
孫
も
ほ
か
の
医
者
も
産
婆
が
技
術
を
濫
り
に
用
い
︑

母
体
内
で
死
ん
だ
胎
児
を
砕
い
て
取
り
出
す
︵
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
の
言
う
﹁
殺
子
救
母
﹂
︶
の
を
﹁
殺
人
﹂
と
批
判
し
︑
よ
り
リ
ス
ク
の
少
な
い
根
本

的
な
治
療
法
を
求
め
︑
そ
れ
を
通
じ
て
出
産
領
域
の
主
導
権
を
保
と
う
と
し
た㉓
︒
そ
の
根
本
的
な
方
法
と
は
薬
草
を
使
っ
て
不
均
衡
に
な
っ
て

い
る
身
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
戻
し
︑
出
産
の
際
に
自
然
の
摂
理
に
従
う
自
然
無
為
の
出
産
観
で
あ
る㉔
︒
そ
こ
で
特
に
重
視
し
た
の
は
︑
出
産

の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
る
︒
明
清
時
代
の
胎
産
書
は
︑
﹁
子
宮
の
収
縮
力
﹂
の
原
理
を
知
ら
ず
︑
そ
れ
を
簡
単
に
﹁
母
力
﹂
或
は
﹁
母
と
子
の
力
﹂

と
見
做
し
︑
母
の
娩
出
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
の
重
要
性
を
繰
り
返
し
強
調
し
た
︒
そ
の
﹁
力
﹂
は
﹁
瓜
熟
蒂
落
﹂
︵
瓜
は
熟
せ
ば
へ
た
か
ら
落
ち
る
︶

に
例
え
ら
れ
︑
分
娩
の
時
期
が
来
れ
ば
自
然
に
生
ま
れ
る
よ
う
な
﹁
自
然
な
力
﹂
で
あ
る㉕
︒
ま
た
︑
胎
産
書
で
は
分
娩
を
﹁
母
と
子
﹂
の
﹁
力

合
わ
せ
﹂
と
捉
え
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
︒
明
代
の
産
婦
人
科
医
で
あ
る
王
肯
堂
は
﹁
凡
そ
産
母
が
力
を
使
う
際
に
︑
子
が
降

り
て
来
る
の
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
出
口
に
迫
っ
て
来
た
時
に
始
め
て
力
を
使
っ
て
子
を
送
り
出
す
の
で
あ
る
︒
こ
れ
が
産
母
の
正
し

い
力
の
使
い
方
だ㉖
﹂
︑
と
説
き
︑
清
代
に
最
も
広
く
読
ま
れ
た
﹃
達
生
編
﹄
も
﹁
児
は
自
ら
回
転
す
る
こ
と
が
で
き
︑
必
ず
其
の
回
転
を
待
つ

べ
き
で
︑
力
を
使
う
必
要
が
な
い
だ
け
で
な
く
︑
正
に
力
を
使
う
の
を
忌
み
嫌
う
の
だ㉗
﹂
︑
と
力
説
し
て
い
た
︒

こ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
胎
産
書
は
﹁
科
学
的
﹂
な
説
明
が
な
か
っ
た
も
の
の
︑
分
娩
の
仕
組
み
︑
強
い
て
言
え
ば
子
宮
の
機
能
を
知
っ

て
い
た
︒
こ
う
し
た
認
識
に
は
﹁
母
﹂
が
受
動
的
に
子
宮
の
収
縮
力
だ
け
に
頼
る
の
で
は
な
く
︑
主
体
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
側
面
︑
ま
た

﹁
母
﹂
も
﹁
子
﹂
も
意
思
を
持
つ
有
機
的
生
命
体
と
捉
え
て
い
る
側
面
が
含
ま
れ
る
︒
こ
れ
が
子
宮
と
い
う
一
器
官
の
み
を
重
視
す
る
西
洋
産

婦
人
科
と
の
最
大
の
違
い
で
も
あ
る
︒
第
二
章
第
二
節
で
︑
ホ
ブ
ソ
ン
が
わ
ざ
わ
ざ
チ
ャ
ー
チ
ル
原
著
に
な
い
﹁
可
悟
力
在
子
宮
不
在
母
﹂
を

付
け
加
え
︑
﹁
子
宮
﹂
の
科
学
的
原
理
と
仕
組
み
を
中
国
人
に
分
か
ら
せ
︑
中
国
の
誤
り
を
訂
正
し
よ
う
と
し
た
の
を
見
た
が
︑
こ
う
し
て
み

る
と
︑
中
国
医
学
に
詳
し
い
と
見
ら
れ
て
い
た
ホ
ブ
ソ
ン
が
中
国
医
学
の
神
髄
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
︑
或
は
理
解
し
よ
う
と
し
な
っ
た
と
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言
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
︒
子
宮
や
胎
児
形
成
の
捉
え
方
は
︑
中
西
医
学
の
違
い
を
端
的
に
表
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い㉘
︒
こ
れ

は
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
が
刊
行
後
に
長
い
間
に
中
国
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
根
源
的
な
理
由
と
思
わ
れ
る
︒

①

李
尚
仁
︑
前
掲
論
文
︑
五
二
七
～
五
七
二
頁
︒

②

西
洋
医
学
の
臨
床
に
お
け
る
主
な
長
所
は
︑
外
科
及
び
外
科
に
関
連
す
る
眼
科
︑

産
婦
人
科
だ
け
だ
っ
た
︒
例
え
ば
白
内
障
手
術
︑
腫
瘍
の
切
除
︑
外
傷
の
止
血
・

縫
合
な
ど
は
す
ぐ
に
効
果
が
見
ら
れ
︑
中
国
人
の
信
頼
を
得
る
た
め
︑
宣
教
医
に

よ
っ
て
戦
略
的
に
推
進
さ
れ
た
︒
姚
毅
﹃
近
代
中
国
の
出
産
と
国
家
・
社
会
﹄
東

京
︑
研
文
出
版
︑
二
〇
一
一
年
︑
第
二
章
︒

③

周
東
華
は
杭
州
広
済
医
院
を
例
に
︑
病
院
が
戦
略
的
に
如
何
に
女
性
患
者
を
取

り
込
ん
だ
か
を
詳
細
に
考
察
し
た
︒
周
東
華
﹁
去
医
院
就
洋
医
：
清
末
杭
州
広
済

医
院
的
女
患
者
及
其
医
療
場
景
﹂
﹃
世
界
宗
教
研
究
﹄
二
〇
一
四
年
四
期
︒

④

早
期
に
来
華
し
た
パ
ー
カ
ー
︵
Peter
Parker︑
伯
駕
︑
一
八
〇
四
～
一
八
八

八
︶
︑
ロ
ッ
ク
ハ
ー
ト
︵
W
illiam
Lockhart︑
雒
魏
林
︑
一
八
一
一
～
一
八
九

六
︶
及
び
カ
ー
を
含
む
宣
教
医
が
度
々
﹁
中
国
の
産
科
は
完
全
に
女
性
に
主
導
さ

れ
た
﹂
と
嘆
い
て
い
る
︒
W
illiam
Lockhart,
T
he
M
edical
M
issionary
in

C
hina:
A
N
arrative
of
T
w
enty
Y
ears’
E
xperience
(London:H
urst
and

B
lackett,1861),
p.160.
﹃
西
医
略
論
﹄
の
﹁
中
西
医
学
論
﹂
は
︑
中
医
が
西

医
に
遅
れ
た
原
因
と
し
て
︑
医
師
免
許
制
が
な
い
こ
と
と
解
剖
が
行
わ
れ
て
い
な

い
こ
と
を
挙
げ
て
い
た
︒

⑤

﹃
全
体
新
論
﹄
の
﹁
胎
論
﹂
に
﹁
西
国
接
生
之
事
︑
皆
以
医
士
主
之
⁝
中
国
之

用
穏
婆
︑
而
固
取
狡
媼
愚
婦
為
也
﹂
︒
ホ
ブ
ソ
ン
の
患
者
に
は
下
層
の
女
性
も
い

た
が
︑
出
産
に
関
わ
る
女
性
が
い
な
か
っ
た
︒
姜
鍾
赫
︑
前
掲
論
文
︑
五
〇
頁
︒

⑥

王
秀
雲
﹁
不
就
男
医
：
清
末
民
初
的
伝
道
医
学
中
的
性
別
身
体
政
治
﹂
﹃
中
央

研
究
院
近
代
史
研
究
所
集
刊
﹄
五
九
期
︑
二
〇
〇
八
年
︒
姚
毅
﹁
近
代
中
国
に
お

け
る
助
産
領
域
の
専
門
職
化
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
﹂
﹃
中
国

社
会
と
文
化
﹄
二
五
号
︑

二
〇
一
〇
年
七
月
︑
一
六
〇
～
一
七
七
頁
︒
姚
毅
︑
前
掲
書
︑
第
二
章
︑
第
三
章
︒

⑦

李
尚
仁
が
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
の
主
な
目
的
は
西
洋
の
内
科
と
薬
が
中
国
よ
り
優
れ

て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
︒
李
尚
仁
︑
前
掲
論

文
︒

⑧

方
行
︑
湯
志
鈞
整
理
﹃
王
韜
日
記
﹄
北
京
︑
中
華
書
局
︑
一
九
八
七
年
︑
一
一

一
頁
︒
王
韜
﹃
弢
園
文
録
外
編
﹄
上
海
︑
上
海
書
店
出
版
社
︑
二
〇
〇
二
年
︑
二

七
八
～
二
七
八
頁
︒

⑨

ち
な
み
に
︑
﹃
全
体
新
論
﹄
が
海
山
仙
館
叢
書
の
一
冊
と
し
て
収
録
さ
れ
る
際
︑

キ
リ
ス
ト
教
を
説
く
﹁
霊
魂
妙
用
論
﹂
が
削
除
さ
れ
た
︒

⑩

王
惟
徳
は
宋
代
の
医
者
で
︑
﹁
銅
人
図
﹂
は
彼
が
鋳
造
し
た
銅
製
の
人
形
で
あ

る
︒

⑪

石
寿
棠
撰
︑
王
新
華
点
注
﹃
医
原
﹄
南
京
︑
江
蘇
科
学
技
術
出
版
社
︑
一
九
八

三
年
︑
一
五
六
頁
︒
な
お
文
中
の
﹁
元
台
﹂
は
︑
馬
元
台
の
こ
と
で
︑
明
代
の
医

者
馬
蒔
で
あ
る
︒

⑫

王
韜
・
顧
燮
光
﹇
ほ
か
﹈
編
﹃
泰
西
著
述
考
﹄
︒
王
韜
は
﹃
瀛
壖
雑
志
﹄
巻
五

で
ホ
ブ
ソ
ン
の
人
柄
と
学
識
を
褒
め
た
た
え
︑
そ
の
著
書
は
既
に
﹁
風
行
海
外
﹂

と
記
し
て
い
る
が
︑
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
に
特
に
言
及
し
な
か
っ
た
︒

⑬

詳
細
は
姚
毅
︑
前
掲
書
︑
七
八
～
八
二
頁
を
参
照
︒

⑭

来
華
し
た
宣
教
医
の
目
的
は
中
国
の
古
い
秩
序
を
打
倒
し
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
理

想
と
西
洋
文
明
の
基
準
で
中
国
社
会
を
改
造
す
る
こ
と
に
あ
る
︒
李
尚
仁
︑
前
掲

論
文
︑
五
二
八
頁
︒
周
東
華
︑
前
掲
論
文
︒

⑮

﹁
中
西
医
理
優
劣
論
﹂
︵
邵
之
棠
輯
﹃
皇
朝
経
世
文
統
編
﹄
九
十
九
巻
︑
上
海
宝

善
斎
石
印
本
︑
一
九
〇
一
年
︑
九
～
十
頁
︶
︒

⑯

許
克
勤
﹁
泰
西
医
学
源
流
﹂
︵
陳
忠
倚
輯
﹃
皇
朝
経
世
文
三
編
﹄
上
海
書
局
石

印
本
︑
一
九
〇
二
年
︵
初
版
は
一
八
九
八
年
︶
︶
︒

知識の翻訳・生産と身体政治（姚）

109 (109)



⑰

子
宮
の
名
は
︑
﹃
神
農
本
草
経
﹄
紫
石
英
の
﹁
女
子
風
寒
在
子
宮
︑
絶
孕
十
年

無
子
﹂
条
に
初
め
て
見
ら
れ
る
︒

⑱

朱
震
亨
著
︑
劉
更
生
点
校
﹃
格
致
余
論
﹄
天
津
︑
天
津
科
学
技
術
出
版
社
︑
二

〇
〇
〇
年
︑
二
五
～
二
六
頁
︒

⑲

張
介
賓
﹃
類
経
﹄
藏
象
類
︑
﹁
奇
恒
臓
腑
藏
瀉
不
同
﹂
に
﹁
女
子
之
胞
︑
子
宮

是
也
︒
亦
以
出
納
精
気
而
成
胎
孕
者
為
奇
﹂
と
あ
る
︒

⑳

C
harlotte
F
urth,
A
Flourishing
Y
in:
G
ender
in
C
hina’s
M
edical

H
istory,
960-1665
(B
erkeley:
U
niversity
of
C
alifornia
Press,1999).

W
u,Y
i-Li,R
eproducing
W
om
en:
M
edicine,
M
etaphor,
and
C
hildbirth

in
L
ate
Im
perial
C
hina
(B
erkeley:
U
niversity
of
C
alifornia
Press,

2010).
姚
毅
﹁
中
国
医
学
に
お
け
る
医
療
・
身
体
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
﹂
︑
四
〇
三
～

四
〇
六
頁
︒

㉑
﹃
産
孕
集
﹄
は
一
八
三
〇
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
様
々
な
刻
版
が
流

通
し
て
い
た
︒
本
稿
は
﹃
﹁
産
宝
﹂
﹁
産
孕
集
﹂
﹁
保
童
秘
要
﹂
﹄
︵
第
二
軍
医
大
学

出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
︶
に
収
録
さ
れ
て
い
る
光
緒
二
四
年
︵
一
八
九
八
︶
の
刊

行
本
を
使
用
す
る
︒

㉒

張
曜
孫
は
交
友
関
係
が
広
く
︑
朝
鮮
の
知
識
人
と
も
頻
繁
に
交
流
が
あ
っ
た
︒

孫
衛
国
﹁
清
道
咸
期
中
朝
学
人
之
交
誼

以
張
曜
孫
与
李
尚
迪
之
交
往
為
中

心
﹂
﹃
南
開
学
報
︵
哲
学
社
会
科
学
版
︶
﹄
二
〇
一
四
年
五
期
︑
九
五
～
一
一
三
頁
︒

㉓

こ
れ
を
出
産
領
域
に
お
け
る
産
婆
と
の
主
導
権
争
い
と
捉
え
る
の
が
一
般
的
で

あ
る
︒
W
u,
op.
cit.︑
姚
毅
︑
前
掲
書
︑
第
一
章
︑
第
二
章
︒

㉔

明
清
時
代
︑
出
産
は
特
殊
の
病
気
と
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
︒
男
性
医
者
は
出
産

現
場
に
介
入
せ
ず
︑
あ
く
ま
で
﹁
気
﹂
﹁
血
﹂
な
ど
理
論
上
で
身
体
を
論
じ
︑
よ

り
よ
い
出
産
を
求
め
た
︒
こ
の
よ
う
な
動
き
は
︑
同
時
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
大

き
く
異
な
る
︒
姚
毅
﹁
中
国
医
学
に
お
け
る
医
療
・
身
体
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
﹂
︑
四

〇
三
～
四
〇
六
頁
を
参
照
︒

㉕

姚
毅
︑
前
掲
書
︑
第
一
章
︒

㉖

王
肯
堂
﹃
胤
産
全
書
﹄
︵
﹃
続
修
四
庫
全
書
﹄
所
収
︶
巻
三
︑
三
七
七
頁
︒

㉗

亟
斎
居
士
﹃
達
生
編
﹄
︑
一
七
一
五
年
︒

㉘

陳
万
成
ら
は
︑
こ
の
一
文
は
管
茂
材
の
意
思
で
加
え
た
と
し
て
い
る
が
︑
子
宮

の
収
縮
原
理
を
知
り
︑
そ
れ
を
強
調
し
た
い
ホ
ブ
ソ
ン
の
意
思
で
付
け
加
え
た
と

考
え
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒

お

わ

り

に

﹃
婦
嬰
新
説
﹄
は
中
国
初
の
西
洋
産
婦
人
科
専
門
書
で
あ
り
︑
そ
の
重
要
性
と
意
味
が
認
識
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
本
格
的
に
研

究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
本
稿
は
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
の
撰
述
過
程
と
内
容
を
中
心
に
︑
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
は
何
を
如
何
に
伝
え
︑
如
何
な
る
知
識
体

系
を
構
築
し
︑
当
時
の
中
国
に
如
何
に
受
け
と
め
ら
れ
た
か
に
焦
点
を
当
て
て
検
討
し
た
︒

﹃
婦
嬰
新
説
﹄
は
チ
ャ
ー
チ
ル
の

O
n
the
T
heory
and
P
ractice
of
M
idw
ifery
を
中
心
に
︑
当
時
の
名
著
を
取
捨
選
択
し
て
撰
述
さ

れ
た
が
︑
鉗
子
︑
針
な
ど
先
進
的
医
療
器
具
を
紹
介
す
る
文
字
も
図
版
も
︑
そ
し
て
﹁
器
官
﹂
や
﹁
細
胞
組
織
﹂
な
ど
の
術
語
も
全
て
省
か
れ
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た
︒
ま
た
原
文
に
な
い
﹁
力
在
子
宮
不
在
母
﹂
の
強
調
や
︑
cooling
drinks
の
﹁
涼
潤
果
物
﹂
へ
の
改
訳
︑
さ
ら
に
﹁
冷
水
﹂
を
用
い
る
治

療
法
や
瀉
血
療
法
に
見
ら
れ
る
中
国
人
の
体
質
や
慣
習
へ
の
配
慮
な
ど
か
ら
︑
知
識
の
翻
訳
生
産
に
よ
く
見
ら
れ
る
文
化
的
適
合
・
交
渉
が

﹃
婦
嬰
新
説
﹄
の
翻
訳
過
程
に
も
確
認
で
き
た
︒
し
か
し
︑
中
国
の
医
学
書
を
渉
猟
し
︑
中
国
に
親
和
的
と
見
ら
れ
て
い
た
ホ
ブ
ソ
ン
が
︑
実

際
に
は
中
国
の
医
学
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
か
︑
理
解
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
も
確
認
し
た①
︒
ホ
ブ
ソ
ン
は
︑
身
体
器
官
の
位
置
が
分

か
ら
な
い
と
病
原
を
突
き
止
め
ら
れ
な
い
︑
当
然
治
療
も
で
き
な
い
︑
と
す
る
解
剖
学
に
基
づ
く
西
洋
医
学
を
深
く
信
じ
︑
胎
産
書
の
す
べ
て

を
否
定
し
た
の
で
あ
る
︒

﹃
婦
嬰
新
説
﹄
は
大
量
の
図
版
︑
数
字
︑
統
計
を
用
い
て
︑
妊
娠
出
産
の
仕
組
み
及
び
出
産
時
の
対
応
を
具
体
的
に
説
明
す
る
医
学
知
識
の

み
な
ら
ず
︑
十
九
世
紀
半
ば
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
身
体
観
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
も
内
包
し
︑
宗
教
的
色
彩
も
色
濃
く
帯
び
て
い
た
︒
つ
ま
り
中
立
的

な
医
学
論
述
の
際
に
︑
身
体
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
︑
道
徳
と
神
学
と
を
一
体
化
さ
せ
︑
巧
み
に
︑
そ
し
て
有
機
的
に
関
連
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の

身
体
観
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
︑
道
徳
観
の
正
統
性
は
︑
医
学
的
権
威
と
絶
対
的
存
在
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
に
裏
打
ち
さ
れ
︑
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と

な
っ
た
︒
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
で
は
︑
子
宮
が
人
体
に
お
い
て
脳
と
臓
腑
と
並
ぶ
ほ
ど
重
要
だ
が
︑
同
時
に
﹁
病
の
巣
﹂
で
あ
り
︑
女
／
男
ら
し
さ

を
規
定
す
る
器
官
で
も
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
た
︒
ま
た
受
胎
に
つ
い
て
は
︑
精
子
と
卵
子
が
如
何
に
結
合
す
る
か
が
観
察
さ
れ
た
︒
こ
う
し

た
子
宮
へ
の
ま
な
ざ
し
や
受
胎
観
及
び
身
体
観
は
︑
中
国
と
は
根
底
か
ら
異
な
る
︒

ホ
ブ
ソ
ン
医
学
五
書
の
中
国
に
対
す
る
衝
撃
は
常
に
強
調
さ
れ
て
き
た
が
︑
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
は
刊
行
後
少
な
く
と
も
二
十
数
年
の
間
︑
そ
れ

ほ
ど
﹁
衝
撃
﹂
的
な
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
そ
の
原
因
は
︑
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
に
見
ら
れ
る
病
症
と
治
療
法
が
当
時
の
中
国
の

そ
れ
に
は
る
か
に
及
ば
な
い
こ
と
︑
ホ
ブ
ソ
ン
の
中
国
批
判
が
そ
れ
ほ
ど
脅
威
に
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
︑
よ
り
根

本
的
に
は
︑
宇
宙
道
徳
観
と
一
体
化
し
た
胎
産
書
の
奥
深
さ
に
︑
﹃
婦
嬰
新
説
﹄
が
及
ば
な
い
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
た
ほ
う
が
妥
当
で

あ
ろ
う
︒
産
婦
人
科
は
他
の
医
療
分
野
と
異
な
り
︑
﹁
刀
法
﹂
を
嫌
う
文
化
か
ら
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
か
ら
も
︑
中
国
に
受
け
入
れ
難
い
も
の

だ
っ
た
︒
そ
の
た
め
宣
教
医
は
様
々
な
戦
略
を
講
じ
て
き
た
︒
ジ
ェ
ン
ダ
ー
戦
略
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
︒
ホ
ブ
ソ
ン
の
翻
訳
戦
略
も
広
い
意
味

知識の翻訳・生産と身体政治（姚）
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で
の
文
明
の
覇
権
を
め
ぐ
る
身
体
政
治
と
言
え
る
︒

①

吉
田
は
︑
ホ
ブ
ソ
ン
が
中
国
医
学
書
を
熟
読
し
︑
﹃
皇
帝
内
経
﹄
な
ど
伝
統
的

医
書
を
引
用
し
た
な
ど
か
ら
︑
﹁
中
国
医
書
を
尊
重
し
つ
つ
︑
西
洋
の
近
代
医
学

を
導
入
し
よ
う
と
す
る
立
場
を
と
っ
て
お
り
﹂
︵
吉
田
︑
前
掲
論
文
︑
八
〇
頁
︶

と
評
価
し
て
い
る
が
︑
実
際
に
は
こ
れ
ら
の
引
用
は
︑
尊
重
で
は
な
く
︑
﹃
皇
帝

内
経
﹄
や
﹃
難
経
﹄
な
ど
の
記
載
を
正
す
も
の
だ
っ
た
︒

︵
東
京
大
学
非
常
勤
講
師
︶
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brothels. With regard to the administrative response to Gion, studies of

which have previously focused only on the aspect of controlling public

morals, I clarified the measures that focused on the economic policy of urban

development. In the second section, I employed the Gion-chō documents in

the Kyoto University Museum, as well as written testimonies, published lists

of prostitutes and geisha, and other documents related to the Gion area to

reveal the reality of the lifelong adoption contract. Furthermore, in the third

section, I examined the geisha apprenticeship certificate (geisha bōkō shōmon

芸者奉公証文) and the prostitute apprenticeship certificate (yūjo bōkō

shōmon 遊女奉公証文) in order to explore what became of the girls who had

come to Gion. I then illustrated the diverse routes of these girls lives,

revealing the cases of women who continued to live in Gion by continuing to

work as geisha or by taking over a teahouse, as well as women who went to

rural brothels.

Key Words ; Gion, adopted daughters who were separated from their parents for life,

geisha, prostitute, Gion-chō documents

Knowledge Translation, Production, and Body Politics:

Focusing on Chinaʼs First Western Obstetrics and

Gynecology Treatise Fuying Xinshuo

by

YAO Yi

This article focuses on Fuying Xinshuo, one of British missionary doctor

Hobsonʼs “Five Kinds of Western Medicine Books”, and the first book on

Western obstetrics and gynecology published in Chinese. The article

examines, from a gender perspective, what knowledge was included, how

that body of knowledge was constructed, and how it was accepted in China

at that time. In recent years there have been many studies on the

transmission and acceptance of Western medicine in China. Those studies

have considered questions including the impact of traditional Western

medicine and the response of Chinese intellectuals, the process in which

knowledge was translated and produced, and the social world that shaped

( 282 )



negotiations and adaptation of that knowledge. We have also seen an

increase in studies analyzing the views of the body reflected in Chinese-

Western medicine. This paper builds on those perspectives, considering the

translation and promotion of Fuying Xinshuo within the discourses on the

body politics linked to questions of civilizational hegemony. This paper first

found that Fuying Xinshuo did not include sections on medical equipment

and surgery, which are usually considered to be elements of advanced

practice in Western medicine; these were presumably excluded since they

were thought to be incompatible with the constitution and customs of the

Chinese people. In addition to medical knowledge, Fuying Xinshuo also

includes content describing modern Western views on the body, gender,

morality, and theology, using as illustration factual material including plates,

statistics, and other data. Explanations organically link ideas of the body,

gender, morals, and theology. This article argues that while there has been

much discussion of the dramatic impact of the Hobsonʼs “Five Kinds of

Western Medicine Books” on Chinese medicine, at least for the first twenty

years after its publication Fuying Xinshuo had little impact. The main

reason for this was that Western obstetrics and gynecology, unlike other

medical fields, were not accepted in China because of a cultural aversion to

surgical operations and gender norms.

Key Words ; Fuying Xinshuo, Benjamin Hobson, history of medicine,

body politics, gender

Calls to Emancipate Muslim Women from within the Russian Empire:

The Views of O. S. Lebedeva and A. Agaev on the Equality

between Men and Women in Islam

by

OBIYA Chika

At the beginning of the 20th century, the Russian Empire had almost 20

million Muslims within its borders. This article brings into perspective an

overview of the Muslim womenʼs emancipation movement in the Russian

Empire in that era and focuses on two Russian works calling for the

( 281 )


