
明
治
以
前
に
も
翻
訳
や
紹
介
に
よ
っ
て
、
欧
米
の
小
児
科
学
や
養
育
法
の
情
報
が
わ
が
国
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か

し
、
一
般
の
親
や
生
徒
を
対
象
と
し
た
単
独
の
育
児
書
が
翻
訳
さ
れ
始
め
た
の
は
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
は
、

ま
ず
、
十
九
世
紀
半
ば
頃
の
欧
米
で
育
児
書
が
盛
ん
に
出
版
さ
れ
、
さ
ら
に
一
八
七
○
年
代
後
半
か
ら
の
約
一
○
年
ほ
ど
の
間
に
、
わ
が
国
で

翻
訳
育
児
書
が
い
く
つ
も
現
れ
た
時
代
的
背
景
を
述
べ
る
。
次
に
、
初
期
の
翻
訳
育
児
書
三
篇
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
原
著
者
、
原
典
、
お
よ

び
翻
訳
に
つ
い
て
わ
か
っ
た
こ
と
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
翻
訳
の
中
身
を
検
討
す
る
。
こ
の
よ
う
な
試
み
に
よ
っ
て
、
育
児
と
し
つ
け
・
教

育
に
関
す
る
外
来
の
理
論
と
方
法
を
、
わ
が
国
の
専
門
家
と
民
衆
が
同
化
し
た
過
程
の
一
側
面
が
理
解
で
き
る
と
期
待
さ
れ
る
。

欧
米
で
は
そ
の
起
源
を
ギ
リ
シ
ア
時
代
に
ま
で
糊
れ
、
時
代
と
と
も
に
内
容
が
変
化
し
て
き
た
戸
主
の
た
め
の
家
庭
経
営
の
害
、
す
な
わ
ち

家
政
書
が
、
子
育
て
の
書
の
一
つ
の
源
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
十
九
世
紀
半
ば
頃
ま
で
に
は
、
家
父
と
し
て
の
父
親
が
生
産

経
済
を
営
む
た
め
の
百
科
全
書
と
し
て
の
性
格
を
失
い
、
母
親
が
家
庭
の
消
費
経
済
を
管
理
す
る
た
め
の
手
引
き
と
し
て
の
家
政
書
と
な
っ
て

い
っ
た
。
産
業
社
会
化
の
進
展
が
、
家
庭
と
父
親
の
職
場
と
の
分
離
を
引
き
起
こ
し
た
か
ら
で
あ
る
。

欧
米
の
状
況

一
母
親
向
け
育
児
書
の
出
現

明
治
初
期
の
翻
訳
育
児
書

霜
曜
垂
鍾
讓
一
意
霧
涛
昭
和
六
十
三
年
八
月
一
日
受
付

小

鴫

秀
夫
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幕
末
か
ら
明
治
初
頭
に
か
け
て
、
欧
米
に
派
遣
さ
れ
た
日
本
人
が
深
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
対
象
の
一
つ
は
、
欧
米
の
母
親
で
あ
っ
た
。
か
れ

ら
は
、
欧
米
の
中
・
上
流
の
知
性
豊
か
な
母
親
が
、
家
庭
を
効
率
よ
く
管
理
し
、
子
ど
も
の
し
つ
け
と
教
育
に
指
導
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る

姿
に
感
銘
し
、
日
本
で
も
女
子
教
育
が
必
要
な
こ
と
を
痛
感
し
た
。
か
れ
ら
は
、
産
業
社
会
化
の
道
を
歩
も
う
と
し
て
い
る
日
本
が
国
家
の
富

強
を
は
か
る
手
段
と
し
て
、
家
庭
の
教
育
力
に
注
目
し
、
そ
の
手
段
と
し
て
の
女
子
教
育
を
図
る
必
要
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
こ
の

論
文
で
取
り
上
げ
る
よ
う
な
欧
米
の
最
新
の
育
児
書
や
家
政
書
の
翻
訳
が
、
し
ば
ら
く
の
間
さ
か
ん
に
現
れ
た
背
景
だ
と
い
え
る
。
そ
の
こ
と

は
、
緒
方
惟
準
や
中
村
正
直
（
敬
宇
）
た
ち
が
翻
訳
育
児
書
に
寄
せ
た
序
文
に
も
、
明
ら
か
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
翻
訳
育
児
書
は
、
国
家
主
義
的
傾
向
の
高
ま
り
の
中
で
、
明
治
十
三
年
に
改
正
教
育
令
が
公
布
さ
れ
、
そ
し
て
明
治
十
年

代
後
半
か
ら
日
本
的
な
良
妻
賢
母
教
育
へ
と
方
向
転
換
し
て
行
く
ま
で
の
間
、
さ
ら
に
西
欧
の
技
術
を
取
り
込
ん
だ
日
本
人
に
よ
る
育
児
書
が

「
育
て
る
母
親
」
と
し

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
前
世
紀
半
ば
頃
の
欧
米
で
は
、
数
多
く
の
母
親
向
け
の
家
政
害
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
は
家
事
全
般
に
関
す
る

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
、
子
ど
も
の
養
育
と
教
育
の
問
題
も
だ
ん
だ
ん
大
き
く
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
家
か
ら

離
れ
た
場
所
で
雇
用
さ
れ
て
働
く
父
親
が
増
え
て
く
る
と
、
母
親
が
家
庭
管
理
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
子
ど
も

の
世
話
だ
け
で
な
く
、
し
つ
け
と
教
育
も
母
親
の
責
任
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
産
科
学
や
小
児
科
学
の
発
展
を
基
礎
に
し
て
、
十
六
世

紀
半
ば
以
降
に
多
く
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
産
育
書
・
養
育
書
の
新
し
い
内
容
も
、
十
九
世
紀
の
母
親
向
け
の
家
政
書
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て

い
っ
た
。

そ
し
て
次
の
段
階
と
し
て
、
百
科
全
書
的
な
家
政
書
か
ら
独
立
し
た
育
児
書
が
盛
ん
に
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
中
で
は
、
た
ん
に

局
て
る
母
親
」
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
「
教
育
す
る
母
親
」
の
役
割
が
強
調
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
「
国
民
の
強
化
」
と
い
う
目
標
が
意
識
さ

わ
が
国
の
状
況
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原
著
者
と
原
典

原
著
者
の
ゲ
ッ
チ
ェ
ル
（
の
①
言
胃
房
国
国
・
〕
届
患
ｌ
后
Ｓ
）
は
、
ア
メ
リ
カ
の
メ
イ
ン
州
で
生
ま
れ
、
ダ
ー
ト
マ
ス
大
学
で
医
学
教
育
を

受
け
て
、
一
八
五
九
年
に
医
学
博
士
の
学
位
を
取
得
し
た
人
で
あ
る
。
南
北
戦
争
の
と
き
に
は
軍
医
と
し
て
務
め
、
除
隊
し
て
か
ら
は
フ
ィ
ラ

デ
ル
フ
ィ
ア
に
落
ち
着
い
た
。
そ
こ
で
か
れ
は
、
産
婦
人
科
・
小
児
科
を
中
心
と
し
た
診
療
活
動
を
し
、
ま
た
再
び
医
学
の
講
義
に
も
出
席
し

こ
の
書
は
、
完
全
に
同
一
内
容
の
木
版
本
が
三
種
残
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
明
治
十
二
年
刊
行
の
愛
古
堂
の
も
の
は
別
に
し
て
、
汪
彫
楼

か
玉
山
堂
の
ど
ち
ら
か
の
が
、
明
治
七
年
に
出
版
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
緒
方
惟
準
が
寄
せ
た
序
文
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
欧

米
人
に
劣
ら
ぬ
ア
ジ
ア
人
に
な
る
た
め
に
は
、
幼
い
子
ど
も
の
取
り
扱
い
の
改
善
が
必
要
だ
と
い
う
認
識
が
、
こ
の
翻
訳
書
の
出
版
の
一
つ
の

大
き
な
動
機
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

現
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
間
、
子
育
て
の
技
術
と
態
度
の
両
面
で
、
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
。
医
療
技
術
と
医
療
制
度
と
が
進

歩
し
て
も
、
そ
の
効
果
が
個
々
の
子
ど
も
の
水
準
に
ま
で
届
く
た
め
に
は
、
そ
の
媒
介
と
な
る
親
の
役
割
が
大
き
い
。
そ
の
意
味
で
、
子
ど
も

の
保
健
と
医
療
の
領
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
子
ど
も
の
し
つ
け
と
教
育
の
問
題
ま
で
を
扱
お
う
と
す
る
育
児
害
が
、
当
時
の
親
た
ち
に
ど
の
よ
う

な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
よ
う
と
し
た
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
に
は
、
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
一
）
（
一
一
）

以
下
に
取
り
上
げ
る
も
の
が
必
ず
し
も
、
明
治
期
の
最
初
の
三
つ
の
翻
訳
育
児
書
で
あ
る
と
は
い
い
切
れ
な
い
。
し
か
し
、
尾
形
や
加
藤
の

（
一
二
）

リ
ス
ト
、
あ
る
い
は
国
立
国
会
図
書
館
整
理
部
の
目
録
に
よ
る
と
、
そ
れ
ら
は
最
初
期
の
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
原
典
が
三
つ
の
国
で
出
版
さ

れ
た
も
の
で
も
あ
る
。
ま
た
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
三
つ
が
親
向
け
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
学
校
の
教
科
書
と
し
て
も
使
用
さ
れ
た

と
思
わ
れ
、
か
な
り
広
く
読
ま
れ
た
と
判
断
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
ら
を
検
討
の
対
象
と
し
た
。

ニ
ゲ
ッ
セ
ル
著
、
村
田
文
夫
訳
『
子
供
そ
だ
て
草
』
上
・
下
（
明
治
七
年
一
月
序
）
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（
四
）

て
、
一
八
七
二
年
に
は
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
医
学
校
か
ら
医
学
博
士
号
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
間
、
一
八
六
四
年
に
は
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア

の
医
師
会
の
正
会
員
と
な
り
、
そ
の
四
年
後
、
三
十
一
歳
の
と
き
に
『
子
供
そ
だ
て
草
』
の
原
典
と
な
っ
た
本
（
目
胃
日
脚
蔚
目
堅
目
§
侭
の
‐

日
①
具
○
国
昌
融
ロ
ミ
．
弔
巨
且
①
巷
匡
駕
Ｆ
ゼ
ロ
口
８
は
〉
届
畠
）
を
出
版
し
て
い
る
。

訳
者
と
訳
本
の
内
容

『
子
供
そ
だ
て
草
』
を
訳
し
た
村
田
文
夫
（
一
八
三
六
’
九
一
）
は
、
広
島
藩
医
の
家
（
野
村
家
）
に
生
ま
れ
、
緒
方
洪
庵
の
門
に
学
ん
だ
。

藩
か
ら
命
じ
ら
れ
長
崎
に
赴
く
う
ち
に
、
洋
学
導
入
の
必
要
性
を
感
じ
英
学
を
修
め
た
。
慶
応
元
年
（
前
年
だ
と
の
説
も
あ
る
。
村
田
自
身
は

下
記
の
著
書
に
イ
ギ
リ
ス
に
四
年
近
く
い
た
と
記
し
て
い
る
）
イ
ギ
リ
ス
商
人
の
斡
旋
に
よ
り
、
藩
命
を
得
ず
に
英
国
に
脱
走
し
、
慶
応
四
年

（
五
）

に
帰
国
し
た
と
こ
ろ
、
藩
の
洋
学
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
か
れ
は
『
西
洋
聞
見
録
』
を
著
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
赤
ん
坊
用
の
コ
ッ
ト
（
籠

ノ
如
キ
寝
器
）
や
乳
母
車
（
該
車
ま
た
は
驍
車
）
、
そ
し
て
孤
児
院
（
闘
子
院
）
の
こ
と
な
ど
に
触
れ
て
い
る
。
か
れ
は
一
時
、
明
治
政
府

（
工
部
省
・
内
務
省
）
に
出
仕
し
て
お
り
、
上
記
の
育
児
書
の
翻
訳
は
そ
の
期
間
中
に
行
わ
れ
た
。
し
か
し
後
に
官
を
辞
し
、
明
治
十
年
か
ら

（
六
、
七
）

は
風
刺
新
聞
の
『
團
為
珍
聞
』
な
ど
を
発
行
し
、
ま
た
、
政
治
の
分
野
で
活
躍
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
か
れ
の
著
作
の
中
で
育
児
に
直
接
関
係

す
る
の
は
、
『
子
供
そ
だ
て
草
』
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。

『
子
供
そ
だ
て
草
』
は
、
見
出
し
の
水
準
を
少
し
変
え
て
い
る
ほ
か
は
、
内
容
を
取
捨
選
択
す
る
こ
と
な
く
、
ゲ
ッ
チ
ェ
ル
の
本
の
全
訳
と

い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
元
の
本
が
短
い
（
六
七
・
ヘ
ー
ジ
）
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
訳
本
の
項
目
は
、
原
序
、

総
論
、
食
物
の
事
、
乳
母
の
事
、
器
械
に
て
哺
養
の
事
、
乳
離
の
事
、
寝
眠
の
事
、
衣
服
の
こ
と
、
洗
浴
の
事
、
慣
練
の
事
、
空
気
の
事
、
そ

し
て
礼
教
の
事
の
十
二
か
ら
な
っ
て
い
る
。
原
典
の
胃
＆
の
項
目
が
、
食
物
の
事
以
下
の
四
項
目
に
分
け
ら
れ
た
の
と
、
９
旨
。
］
昌
○
目
が

礼
教
の
事
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
は
、
項
目
も
対
応
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
器
械
に
て
哺
養
の
事
と
は
、
人
工
栄
養
法
（
胃
島
。
巨

胃
島
侭
）
を
さ
し
て
お
り
、
ま
た
、
慣
練
の
事
と
は
男
ｇ
ｏ
胃
を
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
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当
時
の
翻
訳
と
し
て
、
一
部
に
誤
訳
が
あ
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
生
後
数
週
間
の
う
ち
は
、
赤
ん
坊
は
ミ
ル

ク
を
飲
む
の
と
眠
る
ほ
か
に
は
ほ
と
ん
ど
何
も
し
な
い
け
れ
ど
も
」
と
い
う
二
重
否
定
的
な
意
味
を
も
つ
表
現
を
、
「
眠
食
共
に
甚
だ
少
な
き

も
の
な
れ
ば
」
と
い
う
よ
う
に
一
重
否
定
的
に
訳
し
た
た
め
、
意
味
が
逆
転
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
。
ま
た
、
「
幼
い
子
ど
も
は
ど
ん
な
に
や

さ
し
く
扱
っ
て
も
や
さ
し
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
、
手
荒
な
取
り
扱
い
を
戒
め
た
部
分
を
、
「
惣
て
小
児
を
取
扱
ふ
に
は
余
り
温
和
に

過
く
べ
か
ら
ず
。
然
れ
と
も
…
：
．
」
と
訳
し
た
の
も
同
じ
誤
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
子
供
そ
だ
て
草
』
に
は
誤
訳
も
な
い
で
は
な
い
。

し
か
し
、
全
体
と
し
て
は
正
確
な
訳
と
い
え
る
。

内
容
的
に
い
う
と
、
人
工
栄
養
法
の
注
意
な
ど
有
用
な
情
報
も
含
ま
れ
て
い
る
半
面
、
わ
が
国
で
は
無
意
味
と
い
う
よ
り
も
有
害
な
注
意

（
這
い
這
い
の
抑
制
な
ど
）
も
、
そ
の
ま
ま
訳
し
て
あ
る
。
原
著
者
は
母
親
が
母
乳
で
育
て
る
の
が
い
ち
ば
ん
よ
い
と
強
く
勧
め
て
い
る
。
乳

母
の
乳
で
も
同
じ
だ
と
は
い
え
な
い
理
由
と
し
て
、
母
親
と
乳
児
と
の
体
質
的
な
類
似
性
を
あ
げ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
同
時
代
の
他
の
育
児

書
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
、
床
で
這
わ
せ
る
こ
と
の
抑
制
を
ゲ
ッ
チ
ェ
ル
が
書
い
た
の
は
、
唯
一
の
直
立
歩
行
す
る
種
で
あ
る
人
間
の
身
体

の
、
均
整
の
と
れ
た
発
育
に
と
っ
て
害
に
な
る
と
考
え
た
だ
け
で
な
く
、
よ
り
直
接
的
に
は
、
不
潔
な
床
の
悪
影
響
を
心
配
し
た
か
ら
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
大
都
会
の
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
当
時
の
状
況
は
子
育
て
に
望
ま
し
い
環
境
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
ゲ
ッ
チ
ェ

ル
も
、
一
八
六
二
年
か
ら
五
年
間
の
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
市
に
お
け
る
乳
幼
児
死
亡
の
統
計
を
そ
の
本
に
載
せ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
そ

の
期
間
中
の
出
生
総
数
は
七
八
、
四
九
○
で
あ
っ
た
が
、
一
歳
未
満
で
の
死
亡
数
は
二
○
、
六
五
二
、
そ
し
て
五
歳
未
満
で
の
そ
れ
は
三
五
、
五

五
二
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
実
に
・
ハ
ー
セ
ン
ト
に
し
て
二
六
・
三
と
四
五
・
三
と
い
う
高
率
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
「
絵
入
」
と
表
紙
に
あ
る
『
子
供
そ
だ
て
草
』
に
は
、
原
著
に
は
な
い
挿
絵
が
入
っ
て
い
る
が
、
内
容
の
理
解
を
助
け
る
と
い

う
情
報
的
価
値
は
少
な
い
。
も
っ
ぱ
ら
親
し
み
や
す
さ
を
増
す
た
め
に
入
れ
ら
れ
た
挿
絵
が
、
江
戸
期
の
そ
れ
と
変
わ
ら
ぬ
生
活
を
描
い
て
い

た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
文
明
開
化
の
影
響
は
、
ま
だ
民
衆
の
水
準
ま
で
届
い
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
れ
は
明
治
八
年
十
一
月
に
出
た
訳
者
蔵
版
に
よ
る
上
・
下
二
冊
の
木
版
本
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
中
村
正
直
の
序
文
に
も
あ
る
よ
う
に
、
一

国
の
文
明
の
基
礎
を
形
成
す
る
上
で
、
母
親
の
役
割
が
重
要
だ
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
た
翻
訳
で
あ
る
。

こ
の
本
の
原
著
者
二
人
は
ド
イ
ツ
の
医
師
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
訳
者
が
序
文
に
「
こ
た
ひ
独
乙
人
ド
ク
ト
ル
、
ク
レ
ン
ヶ
氏
著
す
所
の

『
ム
ッ
テ
ル
、
ア
ル
ス
、
エ
ル
チ
ヘ
リ
ン
』
と
題
せ
る
書
に
原
つ
き
、
傍
同
国
人
ハ
ル
ト
マ
ン
氏
の
養
生
説
を
加
へ
、
共
に
訳
し
て
全
書
二
巻

と
し
…
…
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
訳
本
の
上
篇
が
主
と
し
て
医
学
的
内
容
か
ら
な
り
、
下
篇
が
教
育
的
内
容
か
ら
な
っ

て
い
る
こ
と
や
、
ク
レ
ン
ケ
の
書
名
が
教
育
書
の
よ
う
で
あ
っ
た
た
め
、
従
来
、
上
篇
が
ハ
ル
ト
マ
ン
の
著
に
よ
り
、
下
篇
が
ク
レ
ン
ヶ
の
本

を
基
に
し
た
も
の
だ
と
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
、
『
母
親
の
心
得
』
は
下
篇
だ
け
で
は
な
く
、
上
篇
も
大
部
分

ク
レ
ン
ケ
の
一
八
七
○
年
刊
行
の
本
（
目
の
巨
巨
茸
閂
匙
吻
厚
§
常
『
旨
昏
馬
時
目
Ｒ
胃
①
旬
巨
且
段
冒
①
Ｎ
胃
嘗
菖
切
ｏ
胃
昌
巨
且
骨
島
呂
の
目

①
①
“
巨
画
号
農
ぐ
○
日
①
扇
蔚
口
固
且
①
函
農
９
豆
吻
侭
日
嗣
①
静
》
原
君
島
”
尻
目
日
日
９
）
の
抄
訳
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
書
名
に

も
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
成
熟
期
に
い
た
る
ま
で
の
子
ど
も
の
健
全
な
身
体
的
・
精
神
的
・
知
的
・
道
徳
的
発
達
を
確
保
す
る
た
め
に
、

教
師
と
し
て
の
母
親
の
あ
る
べ
き
姿
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
本
は
後
に
二
版
ま
で
改
訂
・
増
補
さ
れ
る
が
、
近
藤
鎭
三
が
使
用
し
た

の
は
初
版
ま
た
は
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
版
で
あ
る
。
筆
者
が
見
た
六
版
は
、
初
版
と
比
較
し
て
わ
ず
か
三
・
ヘ
ー
ジ
増
え
た
だ
け
（
総
●
ヘ
ー

ジ
一
六
プ
ラ
ス
六
二
三
）
の
も
の
で
あ
る
。
四
版
に
お
い
て
身
体
の
側
面
で
の
増
補
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
初
版
の
内
容
の
大
部
分
嶢
そ

の
ま
ま
六
版
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

原
著
者
の
ク
レ
ン
ケ
（
国
ｇ
ｏ
常
〕
国
・
）
届
届
ｌ
臼
）
は
、
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
ー
に
生
ま
れ
、
ラ
イ
。
フ
チ
ッ
ヒ
大
学
で
医
学
と
自
然
科
学
を
修
め

原
著
者
と
原
典

三
ク
レ
ソ
ケ
・
ハ
ル
ト
マ
ソ
著
、
近
藤
鎭
三
訳
『
母
親
の
心
得
』
上
・
下
（
明
治
八
年
十
一
月
）
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訳
者
と
訳
本

訳
者
近
藤
鎭
三
（
や
す
ぞ
う
、
一
八
四
九
’
九
四
）
は
、
旗
本
の
息
子
と
し
て
江
戸
に
生
ま
れ
、
幕
府
の
洋
書
調
所
（
開
成
所
）
の
教
員
録

に
名
前
の
見
え
る
、
初
期
の
ド
イ
ツ
語
学
習
者
の
一
人
で
あ
る
。
文
部
省
に
籍
を
置
い
て
い
た
と
き
に
岩
倉
使
節
団
の
随
行
員
と
な
り
、
明
治

五
年
か
ら
約
二
年
間
ド
イ
ツ
に
滞
在
し
た
。
も
と
も
と
ド
イ
ツ
語
に
通
じ
た
も
の
が
乏
し
か
っ
た
岩
倉
使
節
団
で
、
近
藤
鎭
三
の
存
在
は
貴
重

で
あ
っ
た
。
そ
の
語
学
力
を
買
わ
れ
た
か
れ
は
、
手
不
足
の
ド
イ
ツ
公
使
館
で
し
ば
ら
く
勤
務
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
近
藤
鎭
三

は
、
帰
国
後
に
文
部
省
の
御
用
掛
を
務
め
た
。
そ
の
後
司
法
省
に
移
っ
て
か
ら
調
査
の
た
め
に
ド
イ
ツ
へ
留
学
し
、
検
事
と
し
て
終
わ
っ
た
人

（
一
○
’
一
二
）

で
あ
る
。
『
母
親
の
心
得
』
の
抄
訳
の
仕
事
は
、
文
部
省
勤
務
の
傍
ら
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
か
れ
は
明
治
八
年
か
ら
十
六
年
に
か
け

さ
て
次
に
、
『
母
親
の
心
得
』
の
序
文
に
あ
る
ヌ
ル
ト
マ
ン
氏
の
養
生
説
」
と
は
、
誰
の
ど
の
本
を
さ
し
、
『
母
親
の
心
得
』
の
ど
の
部
分

が
そ
れ
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
筆
者
は
ま
だ
明
確
に
答
え
ら
れ
な
い
。
も
し
か
す
る
と
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ッ
・
ハ
ル
ト

マ
ン
（
国
胃
§
四
口
目
》
国
〕
国
器
ｌ
岳
認
）
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
、
か
れ
の
著
書
の
一
部
を
取
り
寄
せ
て
検
討
し
て
い
る
が
、
『
母
親
の

心
得
』
の
抄
訳
の
中
で
、
ク
レ
ン
ヶ
の
本
に
は
載
っ
て
い
な
い
箇
所
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
記
述
が
つ
ね
に
ハ
ル
ト
マ
ン
の
特
定
の
本

の
中
に
見
出
せ
る
の
か
ど
う
か
を
調
べ
る
の
は
大
変
な
こ
と
な
の
で
、
筆
者
に
は
ま
だ
結
論
が
出
せ
な
い
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ハ
ル
ト
マ

ン
の
件
は
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

た
。
卒
業
後
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
ー
で
開
業
し
た
が
、
後
に
軍
医
と
し
て
務
め
、
新
聞
の
発
行
に
携
わ
り
プ
ロ
シ
ア
軍
の
医
事
制
度
の
改
革
を
唱
え
た
。

一
八
五
五
年
に
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
ー
に
戻
っ
て
か
ら
の
か
れ
は
、
科
学
研
究
と
科
学
普
及
の
た
め
の
啓
蒙
的
著
作
の
執
筆
と
に
専
念
し
た
。
『
母
親

の
心
得
』
の
も
と
に
な
っ
た
本
の
執
筆
も
そ
の
一
環
で
あ
っ
た
。
ま
た
か
れ
は
文
学
の
方
面
で
も
才
能
が
あ
り
、
文
化
・
歴
史
小
説
や
社
会
小

説
を
フ
ォ
ン
・
マ
ル
テ
ィ
ッ
ッ
あ
る
い
は
フ
ォ
ン
・
カ
レ
ン
ベ
ル
ク
（
く
○
口
冒
匙
昏
園
》
ぐ
○
口
侭
巴
の
号
の
侭
）
の
名
で
い
く
つ
も
発
表
し
た
と

（
八
、
九
）

さ
れ
て
い
る
。

さ
て
次
に
、
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『
母
親
の
心
得
』
の
構
成

さ
て
そ
れ
で
は
、
『
母
親
の
心
得
』
の
構
成
に
つ
い
て
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
近
藤
鎭
三
の
序
文
で
は
、
前
篇
（
上
篇
）
で
は
妊
娠
・

出
産
の
問
題
、
子
ど
も
の
養
育
法
と
病
気
の
看
護
法
を
扱
い
、
後
篇
（
下
篇
）
で
は
「
精
神
の
教
育
即
ち
心
志
思
想
の
発
育
よ
り
脩
身
の
論
に

て
、
文
部
省
刊
行
の
『
教
育
雑
誌
』
に
ド
イ
ツ
の
教
育
論
文
の
翻
訳
を
多
く
載
せ
て
い
る
。

筆
者
が
見
た
『
母
親
の
心
得
』
の
奥
付
は
す
べ
て
同
じ
で
あ
る
が
、
上
篇
の
合
計
四
箇
所
で
版
木
が
抹
消
さ
れ
て
い
る
も
の
（
例
、
国
立
国

会
図
書
館
所
蔵
本
）
と
、
無
抹
消
の
も
の
（
例
、
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
・
国
立
教
育
研
究
所
所
蔵
本
）
と
が
あ
る
。
ま
た
、
下
篇
の
一
箇
所

（
二
七
丁
）
は
筆
者
が
こ
れ
ま
で
に
見
た
ど
の
版
で
も
、
五
行
に
わ
た
り
消
さ
れ
て
い
る
。
「
明
治
九
年
図
書
局
交
付
」
の
印
が
あ
る
下
篇
が
存

在
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
初
刊
行
後
の
早
期
の
う
ち
に
（
あ
る
い
は
、
最
初
か
ら
）
下
篇
の
一
箇
所
を
抹
消
し
た
版
が
出
た
と
考
え
ら
れ
る
。

上
篇
の
抹
消
四
箇
所
は
、
す
べ
て
受
精
・
妊
娠
・
月
経
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
箇
所
を
除
く
と
妊
娠
の
仕
組
み
に
関
す
る
直
接

的
記
述
が
ほ
ぼ
な
く
な
る
。
こ
れ
は
、
明
治
十
三
年
頃
か
ら
強
ま
っ
て
き
た
文
部
省
の
教
科
書
統
制
方
針
に
よ
り
、
近
藤
鎭
三
が
修
正
し
た
結

果
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、
明
治
十
三
年
十
月
三
十
一
日
発
行
の
『
調
査
済
教
科
書
表
」
の
教
育
書
の
部
に
は
、
『
母
親
の
心
得
』
上
・
下

が
、
中
小
学
校
師
範
学
校
と
も
「
禁
止
」
と
判
定
さ
れ
て
い
た
が
、
『
改
正
母
親
の
心
得
』
は
、
上
・
下
と
も
に
「
不
問
」
と
な
っ
て
い
る
。

上
記
の
抹
消
教
科
書
が
こ
の
改
正
版
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
月
経
・
妊
婦
心
得
．
そ
し
て
分
娩
な
ど
に
関
す
る
記
述
は
、
「
風
俗

（
一
二
一
）

を
素
乱
」
あ
る
い
は
「
教
育
上
弊
害
あ
る
」
も
の
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
ゲ
ッ
チ
ェ
ル
の
『
子
供
そ
だ
て
草
』
と
次
項
で
取
り
上

げ
る
シ
ャ
ヴ
ァ
ス
の
『
育
児
小
言
初
篇
』
は
、
上
記
の
リ
ス
ト
で
は
中
小
学
校
師
範
学
校
と
も
「
不
問
」
と
判
定
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
ま
だ
抹
消
さ
れ
た
部
分
の
内
容
が
明
ら
か
で
な
い
下
篇
の
一
箇
所
は
、
そ
れ
に
対
応
し
た
ク
レ
ン
ケ
の
本
（
六
版
）
の
内
容
か
ら
も

修
正
の
時
期
か
ら
も
、
上
記
と
は
別
の
理
由
に
よ
る
抹
消
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
無
修
正
の
『
母
親
の
心
得
』
下
篇
が
出
て
く
る
ま
で
は
、
な

ん
と
も
い
え
な
い
。
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終
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
↑

た
の
で
、
脩
身
の
部
は
別
冊
と
し
て
豆

さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
『
母
親
の
心
得
』
上
篇
は
十
三
の
項
目
、
下
篇
は
七
項
目
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
文
字
の
使
用
法
が
ほ
ん
の
少
し
違
う
ほ
か
は
、

今
日
の
用
語
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
順
に
記
し
て
お
く
。
以
下
の
項
目
は
目
次
で
は
な
く
、
本
文
の
中

で
使
用
さ
れ
て
い
る
見
出
し
に
よ
っ
て
い
る
。
〔
上
篇
〕
妊
身
の
間
の
心
得
、
分
娩
後
の
心
得
、
産
婦
及
ひ
乳
児
の
心
得
、
乳
母
の
事
、
乳
を

止
め
て
他
の
食
養
に
慣
れ
し
む
る
の
法
、
新
鮮
の
大
気
に
触
れ
し
め
て
児
の
身
体
を
強
壮
に
す
る
こ
と
並
に
断
乳
の
こ
と
、
寝
時
寝
床
及
び
寝

房
、
行
走
起
臥
の
始
、
小
児
種
痘
の
事
、
母
及
ひ
乳
母
の
乳
な
く
し
て
小
児
を
養
育
す
る
方
法
、
沐
浴
し
て
身
体
を
清
潔
に
な
す
べ
き
こ
と
を

論
ず
、
童
男
童
女
の
別
並
に
行
儀
、
小
児
病
気
の
と
き
の
心
得
。
〔
下
篇
〕
智
恵
の
発
達
並
に
五
官
の
作
用
、
小
児
の
智
恵
の
発
達
を
助
く
る

事
、
小
児
の
遊
ば
せ
方
、
言
語
の
教
へ
方
、
思
慮
の
力
を
進
む
る
事
、
母
親
の
教
へ
方
及
ひ
学
校
の
教
へ
方
、
読
書
の
事
。
「
智
恵
の
発
達
を

助
け
る
」
と
い
う
今
日
の
専
門
家
や
親
の
関
心
事
が
、
今
日
と
同
じ
言
葉
を
使
っ
て
、
乳
児
期
の
初
期
か
ら
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る

の
が
注
目
さ
れ
る
。

翻
訳
過
程
で
の
変
容
と
翻
訳
さ
れ
た
内
容

『
母
親
の
心
得
』
は
抄
訳
で
あ
っ
て
、
原
文
と
対
比
さ
せ
る
と
訳
者
に
よ
る
選
択
と
変
容
が
明
ら
か
に
な
り
興
味
深
い
の
で
、
こ
こ
で
は
二

箇
所
を
例
に
取
り
上
げ
て
説
明
す
る
。
ま
ず
、
下
篇
の
二
丁
に
あ
る
母
親
の
養
育
の
重
要
性
を
説
い
た
と
こ
ろ
は
、
ク
レ
ン
ヶ
の
本
（
た
だ
し

六
版
）
の
三
五
九
・
ヘ
ー
ジ
に
対
応
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ク
レ
ン
ヶ
は
母
親
の
労
苦
が
子
ど
も
の
健
や
か
な
発
達
に
よ
っ
て
報
わ
れ
る
と
し

て
、
母
親
の
努
力
を
促
し
て
い
る
。
そ
し
て
か
れ
は
そ
の
こ
と
を
、
子
ど
も
に
よ
る
母
親
の
認
識
と
母
親
へ
の
愛
着
の
表
れ
と
並
ん
で
、
子
ど

も
の
感
覚
・
知
覚
・
運
動
・
情
動
な
ど
の
発
達
の
具
体
的
な
表
れ
を
例
に
し
て
説
い
て
い
る
。
そ
れ
を
訳
者
は
、
も
っ
ぱ
ら
子
ど
も
の
母
親
へ

し
か
し
、
下
篇
の
末
尾
で
近
藤
鎭
三
は
、
精
神
の
教
育
ま
で
で
す
で
に
適
当
な
紙
数
と
な
っ
て
し
ま
つ

『
母
親
の
心
得
餘
録
』
と
名
づ
け
て
後
日
に
発
行
す
る
こ
と
に
し
た
と
記
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
発
行
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次
に
、
下
篇
八
丁
の
子
ど
も
の
遊
ば
せ
方
に
関
す
る
部
分
は
、
ク
レ
ン
ヶ
で
は
三
八
二
・
ヘ
ー
ジ
に
当
た
る
箇
所
で
あ
る
。
子
ど
も
は
、
も
は

や
生
き
て
い
な
い
エ
」
ノ
で
は
満
足
せ
ず
、
い
き
い
き
と
し
て
自
分
に
似
て
い
る
遊
び
の
対
象
物
、
つ
ま
り
他
の
子
ど
も
を
し
き
り
に
欲
し
が
る

も
の
で
あ
る
。
モ
ノ
と
は
違
っ
て
自
分
に
似
た
子
ど
も
で
あ
れ
ば
、
想
像
力
を
使
っ
て
生
き
て
い
る
も
の
と
見
立
て
る
必
要
も
な
い
の
だ
と
い

う
意
味
の
こ
と
を
ク
レ
ン
ヶ
は
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
想
像
力
の
論
議
を
訳
者
は
省
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
実
は
、
そ
れ
に
続
く
部
分

で
も
ク
レ
ン
ヶ
は
、
想
像
力
が
あ
ま
り
に
働
き
過
ぎ
る
こ
と
は
、
子
ど
も
の
表
象
能
力
の
発
達
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
望
ま
し
く
な
い
の
で
、

遊
び
の
指
導
に
あ
た
っ
て
注
意
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
論
議
は
、
ど
の
よ
う
な
お
も
ち
ゃ
が
よ
い

か
と
い
っ
た
実
用
的
な
論
議
と
は
違
っ
て
、
当
時
の
日
本
の
読
者
に
は
難
し
す
ぎ
る
と
で
も
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
鎭
三
は
そ
れ
を
完
全
に

省
略
し
て
い
る
。
そ
の
代
わ
り
に
、
「
善
児
を
集
て
交
遊
ぱ
し
む
く
し
」
と
い
う
主
張
を
滑
り
込
ま
せ
て
い
る
。
そ
れ
が
貝
原
益
軒
の
主
張
と
軌

（
一
四
）

を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

こ
の
項
の
最
後
と
し
て
、
『
母
親
の
心
得
』
が
伝
え
て
い
る
内
容
の
特
徴
を
検
討
し
て
お
く
。
ア
ド
バ
イ
ス
の
書
に
か
な
り
の
程
度
共
通
し

た
特
徴
で
あ
る
が
、
『
母
親
の
心
得
』
は
合
理
性
の
原
理
に
貫
か
れ
て
い
て
、
そ
の
説
き
方
は
論
理
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
妊
娠
中
と
産
後
の

母
体
の
保
健
と
、
幼
い
子
ど
も
の
養
育
に
関
し
て
は
、
細
心
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
中
国
や
わ
が
国
で
も
同
様
で
あ

っ
た
が
、
妊
婦
や
産
婦
は
何
を
食
べ
て
よ
い
か
．
何
を
食
べ
て
は
い
け
な
い
か
が
細
か
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
以
前
の
や
り
方
の
よ
う

に
産
後
六
週
間
は
部
屋
の
中
に
と
じ
籠
も
っ
て
い
る
の
は
よ
く
な
い
が
、
産
婦
は
出
産
後
二
週
間
た
っ
て
か
ら
は
じ
め
て
二
、
三
時
間
寝
床
を

離
れ
て
家
事
を
し
て
、
平
常
に
戻
る
の
は
数
週
間
後
の
こ
と
で
あ
る
と
慎
重
で
あ
る
。

さ
ら
に
赤
ん
坊
は
脆
い
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
て
、
日
光
や
ラ
ン
プ
の
光
を
見
せ
る
と
未
熟
な
視
神
経
を
損
な
い
視
力
が
衰
え
る
と
か
、
子

音
を
は
じ
め
て
聞
く
、
吉

ふ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
。

の
愛
着
と
し
て
訳
し
て
い
る
。
と
く
に
「
声
を
聞
き
知
り
喜
び
て
勇
立
つ
等
の
挙
動
」
と
い
う
箇
所
に
そ
れ
は
よ
く
表
れ
て
い
る
。
原
文
で
は

音
を
は
じ
め
て
聞
く
、
喜
び
や
要
求
の
発
声
を
は
じ
め
て
す
る
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
母
親
の
声
を
認
識
し
て
喜
ぶ
と
い
う
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と
こ
ろ
で
、
当
時
の
ド
イ
ツ
に
ま
だ
残
っ
て
い
た
赤
ん
坊
に
添
い
寝
す
る
や
り
方
に
対
し
て
は
、
「
筍
も
開
化
の
民
た
る
者
は
為
さ
ざ
る
わ

ざ
な
り
」
と
反
対
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ゲ
ッ
チ
ェ
ル
が
抑
制
し
よ
う
と
し
た
這
い
這
い
は
、
「
小
児
の
這
ふ
は
決
し
て
害
な
く
、
却
て
健
康

の
為
に
益
あ
り
」
と
し
て
、
部
屋
の
中
に
柔
ら
か
な
敷
き
も
の
を
敷
く
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
ま
た
、
授
乳
は
時
間
決
め
が
よ
い
と
し
て
い

る
反
面
、
離
乳
の
時
期
は
赤
ん
坊
に
歯
が
生
え
る
時
に
合
わ
せ
、
ま
た
虚
弱
な
子
ど
も
の
場
合
に
は
そ
れ
を
遅
ら
せ
る
な
ど
、
子
ど
も
の
状
態

に
応
じ
た
柔
軟
性
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
柔
軟
性
は
、
子
ど
も
の
教
育
の
面
で
も
認
め
ら
れ
る
。

『
母
親
の
心
得
』
全
体
と
し
て
、
親
の
扱
い
方
が
子
ど
も
の
身
体
的
健
康
、
知
的
発
達
、
そ
し
て
道
徳
性
に
ま
で
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
と

『
子
供
そ
だ
て
草
』
の
場
合
と
完
全
に
一
致
し
て
、
特
別
の
事
情
の
な
い
限
り
赤
ん
坊
は
母
乳
で
育
て
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
不
可
能
な

場
合
に
は
乳
母
を
雇
う
の
が
よ
く
、
人
工
栄
養
は
最
後
の
手
段
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
乳
母
の
選
択
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
年
齢
や
出
産
時
期
の

ほ
か
に
、
身
体
的
・
性
格
的
・
教
育
的
条
件
を
細
か
く
吟
味
し
、
そ
の
上
、
乳
の
質
を
調
べ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
乳
を

爪
の
上
に
垂
ら
し
て
そ
の
流
れ
方
を
調
べ
る
方
法
だ
け
で
は
な
く
、
験
乳
器
や
顕
微
鏡
を
用
い
て
医
師
に
判
断
し
て
も
ら
う
こ
と
ま
で
に
及
ん

ど
も
の
歩
行
を
助
け
る
と
き
に
は
、
決
し
て
片
方
の
手
を
引
い
て
は
な
ら
ず
、
必
ず
両
手
を
引
く
よ
う
に
し
な
い
と
背
骨
が
曲
が
り
、
成
長
し

て
も
直
ら
な
い
も
の
も
い
る
な
ど
と
、
親
の
不
安
に
訴
え
て
慎
重
な
取
り
扱
い
を
勧
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
脆
い
赤
ん
坊
を
保
護
状
態
に
と
ど

め
て
お
く
の
で
は
な
く
、
徐
為
に
外
的
刺
激
に
さ
ら
し
て
少
し
ず
つ
強
い
刺
激
に
慣
ら
し
、
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
行
く
の
で
あ

（
一
四
）

る
。
こ
の
最
後
の
点
は
、
近
世
日
本
の
子
育
て
論
や
そ
の
も
と
に
な
っ
た
中
国
の
考
え
と
共
通
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
慎
重
さ
は
、
子
ど
も
の
心
理
的
・
教
育
的
扱
い
の
面
に
も
現
れ
て
い
る
。
感
覚
的
・
知
的
刺
激
も
、
強
す
ぎ
た
り
多
す
ぎ
た
り

す
る
と
、
赤
ん
坊
の
智
恵
の
発
達
を
損
な
っ
た
り
、
脳
の
病
気
を
ひ
き
起
こ
し
た
り
す
る
。
ま
た
、
早
期
か
ら
の
、
あ
る
い
は
多
す
ぎ
る
読
書

は
精
神
と
身
体
の
両
面
の
健
康
に
と
っ
て
害
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
子
ど
も
の
発
達
に
応
じ
て
適
度
の
経
験
を
与
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る

と
さ
れ
た
。

で
い
る
。
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著
者
と
原
典

著
者
の
シ
ャ
ヴ
ァ
ス
（
ｏ
胃
く
騨
鵲
①
、
閃
閏
・
》
扇
ら
Ｉ
ご
）
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
シ
レ
ン
セ
ス
タ
ー
に
生
ま
れ
、
一
八
五
二
年
に
王
立
外
科

医
協
会
の
会
員
に
選
ば
れ
た
医
師
で
あ
る
。
幼
い
と
き
か
ら
医
師
に
な
ろ
う
と
志
し
て
お
り
、
最
初
、
従
兄
弟
の
ト
ー
マ
ス
・
シ
ャ
ヴ
ァ
ス

（
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
で
開
業
）
に
学
ん
だ
後
、
ロ
ン
ド
ン
の
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
に
進
ん
だ
。
一
八
三
四
（
前
年
と
す
る
も
の
も
あ

る
）
年
か
ら
七
四
年
ま
で
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
で
開
業
し
て
、
婦
人
科
・
小
児
科
の
診
療
を
し
た
。
か
れ
は
そ
の
傍
ら
、
一
八
三
○
年
代
の
終
わ
り

頃
か
ら
一
般
向
け
本
を
何
冊
も
出
版
し
始
め
て
い
る
。
そ
れ
は
子
ど
も
の
取
り
扱
い
法
と
教
育
、
あ
る
い
は
母
親
の
保
健
な
ど
に
関
す
る
も
の

（
一
五
、
一
六
）

が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
と
い
く
つ
か
の
ア
ジ
ア
の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
、
抄

訳
に
使
わ
れ
た
十
二
版
の
題
目
は
、
。
《
少
号
甘
①
８
凹
日
○
号
９
○
口
吾
③
自
画
目
樹
①
日
の
昌
具
胃
再
ａ
巨
号
①
昌
四
且
。
昌
号
①
胃
昌
日
①
昌
○
昌
昏
①

日
○
日
①
貝
島
亜
○
日
①
負
号
①
時
日
○
門
①
胃
の
鵠
甘
、
篁
冒
⑦
鵲
①
ｍ
四
口
Ｑ
四
月
昼
の
口
訂
ご
（
Ｆ
ｏ
己
号
目
』
．
四
目
。
シ
、
○
毎
匡
尉
呂
薑
．
届
酬
）
と
な
っ
て
お
り
、

二
万
冊
を
印
刷
し
た
と
著
者
が
述
べ
て
い
る
。
シ
ャ
ヴ
ァ
ス
が
好
ん
で
用
い
た
問
答
式
の
形
態
を
と
っ
た
こ
の
本
は
そ
の
後
も
版
を
重
ね
、
著

者
の
死
後
も
い
ろ
い
ろ
な
人
に
よ
る
改
訂
が
な
さ
れ
て
出
版
さ
れ
続
け
て
い
る
。
一
九
三
九
年
の
版
の
改
訂
者
は
。
冒
堅
の
ぃ
○
・
国
．
○
首
ぐ
鷺
い
の

松
本
順
先
生
閲
・
小
野
一
郎
校
と
な
っ
て
い
る
和
装
活
字
本
の
初
篇
（
気
海
楼
蔵
版
）
は
、
育
児
と
子
ど
も
の
病
気
の
こ
と
を
扱
っ
た
抄
訳

本
で
あ
る
。
初
篇
の
一
の
目
次
に
は
、
二
篇
の
項
目
も
あ
が
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
家
居
の
事
、
遊
戯
の
事
、
児
童
病
気
の
事
、
予
防
法
の

事
、
教
育
の
事
、
そ
れ
に
付
と
し
て
職
業
を
撰
ふ
事
の
六
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
ま
だ
二
篇
の
存
在
を
知
ら
な
い
。

（
一
四
）

い
う
、
生
育
環
境
の
在
り
方
の
重
要
性
を
繰
り
返
し
説
く
と
い
う
姿
勢
が
濃
厚
で
あ
る
。
こ
れ
は
わ
が
国
の
近
世
の
子
育
て
論
と
同
じ
で
あ
っ

た
。
親
が
今
す
る
こ
と
は
、
子
ど
も
の
将
来
と
直
接
に
結
び
つ
く
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
だ
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

四
チ
ャ
ァ
ス
著
、
沢
田
俊
三
訳
『
智
巴
士
氏
育
児
小
言
』
初
篇
一
・
二
（
明
治
九
年
十
月
）
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訳
者

（
一
七
）

沢
田
俊
三
（
一
八
五
三
’
一
九
○
九
）
は
、
武
蔵
忍
藩
の
出
身
者
で
あ
る
。
『
米
国
法
律
学
士
・
沢
田
俊
三
君
略
伝
』
に
よ
る
と
、
沢
田
俊

三
は
幼
い
と
き
か
ら
文
事
に
長
ず
る
気
象
が
見
ら
れ
、
藩
の
進
修
館
で
漢
籍
を
学
ん
だ
。
そ
の
後
、
藩
主
の
命
で
洋
学
校
が
設
立
さ
れ
た
と
き

に
、
俊
三
は
父
を
説
い
て
そ
こ
に
入
学
し
て
学
習
を
し
た
結
果
、
助
教
を
務
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
明
治
四
年
に
は
、
藩
主
に
選
抜
さ

れ
て
洋
学
修
業
の
た
め
東
京
に
出
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
の
授
業
が
外
国
語
に
よ
ら
ず
訳
本
を
使
っ
た
授
業
で
あ
っ
た
の
で
、
翌
年
横
浜
に
行

き
、
ア
メ
リ
カ
の
法
律
家
ヒ
ル
に
従
っ
て
語
学
の
研
修
を
進
め
る
と
と
も
に
、
法
律
の
勉
強
を
し
た
。

明
治
七
年
か
ら
は
明
治
政
府
（
工
部
省
、
司
法
省
）
に
出
仕
す
る
こ
と
に
な
り
、
上
記
の
育
児
書
の
翻
訳
は
、
こ
の
期
間
の
う
ち
に
行
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
か
れ
は
語
学
と
法
学
の
研
修
に
は
努
め
た
が
、
育
児
や
教
育
に
関
す
る
仕
事
と
は
縁
が
薄
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
『
育
児
小
言
』
の
翻
訳
は
、
語
学
の
腕
を
生
か
し
た
副
業
と
し
て
、
仕
事
の
合
間
に
な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

内
容
に
関
し
て
松
本
順
（
良
順
）
の
よ
う
な
専
門
家
の
校
閲
を
得
る
な
ど
の
慎
重
さ
が
見
ら
れ
る
。
実
際
、
『
育
児
小
言
』
の
中
に
は
、
「
順

日
．
：
…
」
と
し
て
松
本
が
注
意
事
項
を
述
べ
て
い
る
箇
所
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
俊
三
は
村
田
文
夫
や
近
藤
鎭
三
と
は
違
っ
て
、
翻

訳
の
時
点
で
は
留
学
の
経
験
を
も
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
訳
は
な
か
な
か
し
っ
か
り
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

新
潟
裁
判
所
の
判
事
補
を
し
ば
ら
く
務
め
た
後
、
俊
三
は
官
を
辞
し
て
、
明
治
十
四
年
に
民
間
の
独
立
業
と
し
て
の
代
言
人
（
弁
護
士
）
の

免
許
を
得
て
開
業
し
た
。
裁
判
で
の
成
功
に
よ
り
評
判
が
高
ま
っ
て
、
俊
三
は
東
京
府
会
議
員
に
選
挙
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
明

治
十
八
年
に
は
考
え
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
議
員
を
辞
し
て
ア
メ
リ
カ
へ
渡
っ
た
。
そ
し
て
、
。
ヘ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ァ
大
学
を
経
て
エ
ー
ル
大
学

に
編
入
生
と
し
て
入
学
し
、
明
治
二
十
年
に
は
法
学
士
の
学
位
を
得
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
経
て
帰
国
し
た
後
は
、
代
言
人
と
し
て
活
躍
す
る
傍

（
ト
ー
マ
ス
の
三
代
後
の
子
孫
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
シ
ャ
ヴ
ァ
ス
の
本
が
大
変
な
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
で
あ
り
、
し
か
も
大

８３

量
に
印
刷
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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訳
本
の
構
成
と
内
容

『
育
児
小
言
』
の
初
篇
の
二
冊
の
目
次
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
原
序
に
続
い
て
、
洗
浴
の
事
、
贋
帯
の
事
、
衣
服
の
事
、
飲
食

並
乳
婆
の
事
、
種
痘
の
事
、
歯
の
事
、
運
動
の
事
、
寝
眠
の
事
、
小
児
病
気
の
事
、
そ
れ
に
救
急
法
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
原
典
は
、
ほ
ぼ
乳

児
期
、
幼
児
期
と
児
童
期
の
前
半
、
そ
し
て
児
童
期
後
半
以
降
に
対
応
し
た
三
部
に
分
け
ら
れ
て
い
て
、
さ
ら
に
内
容
が
細
分
化
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
育
児
小
言
』
で
は
、
そ
の
三
部
へ
の
分
割
を
な
く
し
、
関
係
し
た
内
容
領
域
の
事
項
を
ま
と
め
て
抄
訳
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
シ
ャ
ヴ
ァ
ス
の
取
っ
た
問
答
形
式
（
合
計
で
三
九
一
項
目
、
総
・
ヘ
ー
ジ
三
二
六
か
ら
な
る
）
も
や
め
て
、
通
常
の
論
述
体
と
な
っ
て
い

（
一
七
、
一
八
）

ら
、
慶
応
義
塾
の
法
律
大
学
で
教
え
た
り
、
王
子
製
紙
の
役
員
を
務
め
た
り
し
た
。

最
初
の
原
序
の
セ
ク
シ
ョ
ン
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
『
子
供
そ
だ
て
草
』
や
『
母
親
の
心
得
』
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
子
ど
も

を
健
康
で
善
く
賢
い
人
間
に
育
て
る
と
い
う
母
親
の
責
任
を
果
た
す
た
め
に
は
、
実
際
の
経
験
と
見
聞
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
の
で
、
著
者

が
多
年
の
経
験
を
も
と
に
し
て
述
べ
る
保
健
や
病
気
の
予
防
と
処
置
、
あ
る
い
は
事
故
の
取
り
扱
い
な
ど
に
関
す
る
忠
告
を
羅
針
盤
と
す
る
必

要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
子
ど
も
は
幼
い
と
き
か
ら
母
親
の
も
と
で
過
ご
す
の
で
、
父
親
よ
り
も
大
き
い
影
響
を
母
親
か
ら
受
け
る
も
の
で
あ
る

と
著
者
は
説
く
。
こ
の
あ
た
り
は
、
近
世
日
本
の
子
育
て
論
者
の
い
う
こ
と
と
も
共
通
し
た
主
張
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
子
ど
も
は
貴
重
な
宝
、

天
か
ら
の
贈
り
物
だ
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
成
長
し
た
子
ど
も
は
母
親
の
喜
び
の
源
と
な
り
、
ま
た
、
「
夫
婦
間
の
至
情
を
繋
ぐ
べ
き
堅
固
な

る
鍵
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
母
親
が
心
身
の
労
を
惜
し
ん
で
そ
の
責
任
を
果
た
さ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
子
ど
も
は
た
い
へ
ん
不
幸
な
境

地
に
陥
る
こ
と
に
な
り
、
む
し
ろ
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
こ
な
い
方
が
か
え
っ
て
よ
か
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
と
論
じ
て
い
る
。

次
に
、
洗
浴
に
関
す
る
事
項
で
は
、
シ
ャ
ヴ
ァ
ス
が
新
生
児
期
か
ら
初
期
の
青
年
期
に
至
る
ま
で
の
時
期
に
お
い
て
、
毎
日
ぬ
る
ま
湯
程
度

の
雨
水
で
身
体
を
洗
い
身
体
の
清
潔
を
保
つ
こ
と
が
大
切
な
こ
と
と
、
そ
の
詳
し
い
方
法
を
説
明
し
て
い
る
の
に
対
応
し
て
、
俊
三
も
て
い
ね

ヲ
Ｑ
ｏ
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い
に
要
点
を
訳
出
し
て
い
る
。
た
だ
し
訳
本
で
は
、
雨
水
ま
た
は
天
水
と
は
い
っ
て
い
な
い
。
わ
が
国
で
は
、
井
戸
水
・
河
川
水
と
も
軟
水
が

多
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
洗
浴
に
関
し
て
は
、
部
分
的
に
少
し
原
文
と
一
致
し
な
い
箇
所
も
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
よ
い
訳
と
い
え
る
。
し

か
し
、
赤
ん
坊
を
よ
く
ぬ
ぐ
っ
た
後
に
パ
ウ
ダ
ー
を
ふ
っ
て
マ
ッ
サ
ー
ジ
す
る
と
い
う
箇
所
で
は
、
パ
ウ
ダ
ー
の
こ
と
を
省
略
し
て
訳
し
て
い

る
。
．
〈
ウ
ダ
ー
と
し
て
は
昔
か
ら
あ
る
細
か
い
小
麦
粉
が
い
ち
ば
ん
よ
い
と
シ
ャ
ヴ
ァ
ス
は
勧
め
て
お
り
、
白
鉛
は
毒
で
あ
る
か
ら
絶
対
に
使

わ
な
い
よ
う
に
と
警
告
し
て
い
る
。
し
か
し
、
『
育
児
小
言
』
で
は
そ
の
箇
所
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
は
残
念
で
あ
る
。
ま
た
、
衣
服
の
項
で

も
衣
類
や
帽
子
に
関
す
る
シ
ャ
ヴ
ァ
ス
の
細
灸
と
し
た
注
意
が
訳
出
さ
れ
て
い
る
。

新
生
児
の
哺
乳
に
関
し
て
は
、
普
通
は
出
産
後
三
日
目
に
入
っ
て
か
ら
授
乳
を
始
め
る
こ
と
が
多
い
が
、
シ
ャ
ヴ
ァ
ス
は
出
産
後
三
、
四
時

間
た
っ
て
母
親
の
疲
労
が
回
復
し
た
ら
、
す
ぐ
に
乳
房
を
含
ま
せ
る
べ
き
で
、
そ
れ
が
母
子
の
双
方
に
と
っ
て
益
の
あ
る
こ
と
だ
と
主
張
し
て

い
る
。
ま
た
、
わ
が
子
を
辛
抱
強
く
母
乳
で
育
て
る
こ
と
が
、
子
ど
も
の
健
康
だ
け
で
は
な
く
、
母
親
の
心
身
の
健
康
に
も
つ
な
が
る
の
だ
と

い
う
、
シ
ャ
ヴ
ァ
ス
の
力
を
こ
め
た
主
張
も
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
や
む
を
得
な
い
場
合
に
使
う
乳
母
の
こ
と
と
人
工
栄
養
法
に
つ

い
て
の
注
意
が
詳
細
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
離
乳
は
普
通
九
ヵ
月
で
す
る
こ
と
、
た
だ
し
、
母
親
が
弱
い
と
き
に
は
六
ヵ
月
か
ら
、

逆
に
子
ど
も
が
弱
い
と
き
に
は
十
二
ヵ
月
で
離
乳
す
る
よ
う
に
と
勧
め
ら
れ
て
い
る
。

シ
ャ
ヴ
ァ
ス
は
子
ど
も
に
ア
ル
コ
ー
ル
は
よ
く
な
い
と
戒
め
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
も
食
事
の
と
き
に
子
ど
も
に
ア
ル
コ
ー
ル
類
を
飲
ま
せ

る
こ
と
が
あ
っ
た
。
医
師
の
指
示
で
も
な
い
限
り
、
そ
れ
を
（
濃
い
茶
と
と
も
に
）
シ
ャ
ヴ
ァ
ス
は
禁
じ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
俊
三
も
そ

れ
を
訳
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
シ
ャ
ヴ
ァ
ス
は
医
学
的
に
望
ま
し
く
な
い
と
信
じ
た
こ
と
に
は
厳
し
い
制
限
を
加
え
て
い
る
が
、
少
々
の

偏
食
な
ど
は
大
目
に
見
て
い
る
。
そ
れ
は
子
ど
も
の
個
人
差
を
認
め
て
い
た
た
め
で
あ
り
、
離
乳
の
項
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
柔
軟
で
現
実
的

な
ア
ド
。
ハ
ィ
ス
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
偏
食
の
項
は
訳
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
い
で
な
が
ら
、
著
者
が
原
典
で
愛
に
基
づ
く
親
の
し
つ

け
を
重
ん
じ
、
ま
た
、
学
校
で
の
体
罰
に
反
対
し
て
い
た
こ
と
も
、
か
れ
の
基
本
的
態
度
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。

子
ど
も
を
早
く
か
ら
歩
行
さ
せ
る
べ
き
か
ど
う
か
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
俊
三
は
原
典
の
第
一
七
一
項
目
を
要
領
よ
く
ま
と
め
て
い
る
。
た
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だ
し
、
俊
三
が
直
接
に
訳
出
し
な
か
っ
た
内
容
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
多
く
の
母
親
が
、
知
人
の
子
ど
も
よ
り
も
早
く
自
分
の
子
ど
も
を
歩

か
せ
よ
う
と
い
う
馬
鹿
げ
た
野
心
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
成
異
常
を
も
た
ら
し
、
親
に
と
っ
て
は
一
生
涯
の
恥
辱
と
な
る
と
い
う
く
だ
り

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
意
味
は
、
訳
に
あ
る
「
骨
格
を
害
す
る
」
の
内
容
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
子
ど
も
自
身
に
歩

く
こ
と
を
練
習
さ
せ
る
べ
き
で
、
「
自
己
信
頼
（
邑
陣
①
冒
昌
。
①
）
を
子
ど
も
に
教
え
る
の
に
早
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
シ
ャ
ヴ
ァ
ス
の

主
調
は
完
全
に
省
略
さ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
の
側
に
準
備
が
整
っ
た
と
き
に
導
く
の
が
よ
い
と
い
う
「
心
得
」
を
越
え
て
、
子
ど
も
の
自
己
信

頼
の
形
成
を
説
く
の
は
必
要
で
は
な
い
と
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
こ
の
文
脈
で
読
者
に
そ
れ
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
だ
と
俊
三
は
考
え

さ
て
、
『
育
児
小
言
』
で
は
か
な
り
の
枚
数
を
使
っ
て
、
幼
い
子
ど
も
の
病
気
の
処
置
法
と
救
急
法
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
父
母
が

家
庭
で
処
置
し
て
差
し
支
え
な
い
も
の
や
、
急
を
要
す
る
際
の
取
り
扱
い
法
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
家
庭
で
行
う
治
療
薬
の
処
方
（
や
む
を

得
な
い
と
き
に
は
、
阿
片
の
使
用
も
認
め
て
い
る
）
を
含
ん
だ
そ
れ
の
評
価
は
、
医
学
者
の
分
析
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ま
で
に
検
討
し
て
き
た
三
つ
の
翻
訳
育
児
書
の
原
典
は
、
す
べ
て
欧
米
の
開
業
医
た
ち
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の

原
典
が
た
ん
な
る
子
ど
も
の
身
体
的
取
り
扱
い
方
や
病
気
の
問
題
を
越
え
て
、
し
つ
け
と
教
育
の
問
題
に
ま
で
踏
巍
込
ん
で
い
る
こ
と
は
注
目

に
値
す
る
。
そ
れ
は
、
育
児
書
と
教
育
書
と
が
今
日
ほ
ど
分
化
し
て
い
な
か
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
が
、
子
ど
も
の
身
体
的
な
取

り
扱
い
で
も
、
個
人
や
家
族
を
越
え
た
社
会
の
価
値
と
結
び
つ
け
て
論
じ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
時
代
の
状
況
を
反
映
し
た
も
の
で
も
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
三
人
の
翻
訳
者
も
、
同
様
の
社
会
状
況
の
中
で
、
母
親
と
未
来
の
母
親
と
に
向
け
て
、
子
育
て
の
心
構
え
と
方
法
と
を
伝
え
よ

う
と
努
力
し
た
の
で
あ
る
。

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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い
ざ
己
ず
国
号
再
尻
冒
喧
．
少
百
号
目
。
号
吊
葛
鬮
ｇ
蝿
。
冨
静
ロ
．
恩
浦
目
（
国
副
侭
・
）
》
妾
持
の
日
の
旨
。
己
２
胃
胃
国
。
瞥
画
‐

己
冨
①
〕
届
団
昌
迄
届
？
勗
鈩
ぐ
の
匙
撹
ぐ
○
目
己
屋
目
鼻
９
陣
国
巨
日
９
房
伊
凰
冨
碩
畠
紹
．

（
九
）
国
旨
呂
・
少
．
（
国
円
蒟
・
）
酷
毘
○
四
名
三
吻
号
①
亜
門
①
×
詩
○
国
号
吋
胃
門
ぐ
自
国
ご
鳴
且
①
ロ
シ
胃
蔚
脚
馬
『
岡
島
⑦
ロ
巨
且
ぐ
甦
寄
門
．
い
シ
巨
騨
〕
四
国
２
〕
謹
甲

置
場
ご
局
富
国
秤
切
目
君
胃
闇
命
冒
胃
晶
》
国
①
１
旨
》
忌
日
．

（
一
ｓ
加
納
正
巳
「
近
藤
鎭
三
『
欧
米
回
覧
私
記
』
」
『
静
岡
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
、
二
○
号
、
五
一
、
’
六
五
頁
、
一
九
八
七
年
。

（
二
）
大
植
四
郎
編
著
『
明
治
過
去
帳
』
、
四
○
四
頁
、
東
京
美
術
、
東
京
、
一
九
七
一
（
原
著
一
九
三
一
）
年
。

（
三
）
田
中
梅
吉
『
日
独
言
語
文
化
交
流
史
大
年
表
』
三
修
社
、
東
京
、
一
九
六
八
年
。

（
三
）
『
内
閣
文
庫
所
蔵
調
査
済
教
科
書
表
』
復
刻
版
（
中
村
紀
久
二
解
題
）
、
芳
文
閣
、
東
京
、
一
九
八
五
年
。

（
一
巴
沢
昌
目
酌
）
国
．
恥
苛
冨
昌
陽
⑦
ｎ
ｏ
ｐ
８
買
い
ｇ
ｏ
匡
匡
骨
ぐ
堅
呂
目
⑦
昌
坤
○
日
吾
①
目
丘
‐
弓
号
８
日
昼
‘
思
昏
ｏ
①
冒
冒
ｑ
・
冒
冨
９
秒
号
昌
匙
］
○
員
邑
呉
亀

園
⑦
富
国
９
巴
己
①
ぐ
里
名
目
の
貝
雰
曽
？
総
鱒
ご
器
．
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（
一
五
）

（
一
六
）

（
一
七
）

（
一
〈
）

胃
”
ぬ
①
》
固
“
旨
。
烏
冒
国
冒
哩
曽
冨
ｏ
噌
苔
ご
》
ぐ
巳
．
湯
ｇ
Ｐ
印
画
鼻
○
画
鵲
噛
旨
且
。
ロ
》
ご
観
、

○
画
目
陣
昌
》
尋
・
国
９
塁
ｏ
宮
く
ぃ
甥
。
．
犀
冨
号
巨
の
９
８
こ
○
口
目
匙
惇
留
］
》
届
忍
．

『
米
国
法
律
学
士
沢
田
俊
三
君
略
伝
』
（
学
事
新
誌
号
外
）
学
友
社
、
東
京
、
一
八
九
○
年
。

大
日
本
人
名
辞
書
刊
行
会
『
新
訂
版
・
大
日
本
人
名
辞
書
』
第
二
巻
、
二
八
四
頁
、
大
日
本
人
名
辞
書
刊
行
会
、
東
京
、
一
九
三
七
年
。

（
名
古
屋
大
学
教
育
学
部
教
育
心
理
学
教
室
）
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Translationsofwesternchildcarebooksinthe

earlyハ""jperiod(1870s)

寸
寸

byHideoKQJIMA

Duringthedecadefromthemiddleofthel870s,JapanwitnessedaHoodoftranslationsofwestern

homemanagementandchildcarebooks.ThemajorimpetusfbrthisfloodwasthatJapaneseleaders
believedthattheeduCationofwomentobeComeknowledgeablewivesandmotherswasnecessaryibrthe
nationtocatchupwithwesterncountries・Thefirstthreetranslationsofthesechildcarebookswere

selectedfbrthepresentanalysis,andtheiroriginals,authors,andtranslatorswereidentified.These

werer乃gjf""γ"αIAff""増′加‘"オヅI>I/Zz"妙byF.H・Getchell(Philadelphia:Lippincott,1868;translated

byF.Murata,1874);D"MIz"""E滝"ﾙgγi〃肋γβγZ~bc"eγ〃"dSjル"ebyH.Klencke(Leipzig:Kummer,

1870;abridgedtranslationbyY.Kondo,1875);and4"zjice〃αMb伽γ0〃腕cMfz"噌‘瓶‘"メヅH"CW""‘〃

byP.H.Chavasse(12thed.)(London:ChurChill,1875;abridgedtranslationbyS.Sawada,1876).

AnotherauthormentionedbyKondo,i、e.,Hartmann(orHartman),hasnotbeenidentified･Allof

theseoriginaltextSwerewrittenbypractitionersanddealtnotonlywithphysicalcareandillness,but

alsowithdisciplineandeducation.Thoughnotcompletelyfifeefi､omerrors,Murata'sfUlltranslationis

generallyaccurate・Inordertomakehistranslationmoreaccessibletoreaders,originaldrawingsof

JapanesestylechildrearingwereinsertedintheJapaneseedition.IntheabridgedtranslationsbyKondo

andSawada,someassimilationprocesseswereoperative,includingselectededitingofthecontentsand

insertionoftranslator'sopinions.SomeofthewesternadvicewascongenialtoJapanesereadersbecause

itwassimilartothatgivenbyJapaneseexpertsoftheearlymodernperiod.

（
寺
寸
）


