
な
お
、
中
央
に
対
置
す
る
先
入
感
を
伴
う
「
地
方
」
と
い
う
言
葉
を
好
ま
ず
、
従
っ
て
「
地
方
の
医
学
史
」
と
柵
い
う
言
葉
を
使
い
た
く
な
い

と
い
う
編
集
委
員
長
の
考
え
で
「
地
域
の
医
学
史
」
と
い
う
呼
称
を
こ
こ
で
は
用
い
る
も
の
で
あ
る
。

本
誌
の
編
集
委
員
会
か
ら
、
表
題
の
論
文
を
執
筆
す
る
よ
う
に
と
の
御
命
令
を
受
け
た
の
で
、
浅
学
を
省
り
見
ず
、
問
題
の
こ
と
に
つ
い
て

日
頃
考
え
て
い
る
こ
と
を
述
寺
へ
て
見
た
い
。

本
平
成
二
年
は
、
筆
者
が
医
学
史
の
研
究
を
本
格
的
に
志
し
て
か
ら
丁
度
三
○
年
目
に
当
る
。
本
稿
を
執
筆
す
る
目
的
は
、
単
に
い
わ
ゆ
る

温
故
知
新
と
い
う
言
い
古
さ
れ
た
意
味
ば
か
り
か
ら
で
は
な
く
、
全
国
各
地
域
に
あ
っ
て
日
夜
そ
の
地
域
の
医
学
史
の
研
究
に
努
力
さ
れ
、
将

来
に
向
か
っ
て
斯
学
の
一
層
の
発
展
を
期
し
て
い
る
多
く
の
方
々
、
と
く
に
若
い
研
究
者
の
方
々
の
参
考
に
な
れ
ば
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ

る
0

「
医
学
史
」
の
研
究
を
「
医
史
学
」
と
置
き
代
え
て
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
筆
者
の
経
験
で
は
講
演
会
な
ど
で
「
医
史
学
」
と
言
う
と

二
、
医
学
史
研
究
の
必
要
性
と
重
要
性

一
、
は
じ
め
に

「
地
域
の
医
学
史
」
研
究
序
説

日
本
医
史
学
雑
誌
第
三
十
七
巻
第
四
号

平
成
三
年
十
月
三
十
日
発
行

松
木
明

平
成
三
年
一
月
七
日
受
付知
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第
一
の
医
学
の
学
習
は
、
医
療
を
行
う
た
め
に
は
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
何
の
異
論
も
あ
る
ま
い
。
第
二
に
示
し
た
哲
学
の
必

要
性
は
、
も
の
ご
と
を
決
定
し
た
り
、
選
択
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
哲
学
を
価
値
感
と
考
え
て
も
よ

い
。
あ
る
患
者
に
対
す
る
治
療
法
が
唯
一
に
し
て
絶
対
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
現
実
に
は
多
く
の
治
療
法
が
存
在
し
、
そ
れ

に
対
し
て
治
療
者
と
患
者
の
価
値
感
が
一
致
し
た
時
に
、
そ
の
治
療
法
が
選
択
さ
れ
、
実
施
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
正
し
い
医
療
を

行
う
た
め
に
は
、
医
療
者
と
し
て
の
確
固
た
る
価
値
感
つ
ま
り
、
自
分
の
哲
学
、
自
分
の
価
値
感
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
他
人
の
価
値
観

を
理
解
出
来
る
度
量
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
三
の
宗
教
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
言
う
宗
教
と
は
何
ら
特
定
の
宗
教
ま
た
は
、
宗
派
を
指
す
の
で
は
な
く
て
、
宗
教
哲
学
、
ま
た

は
宗
教
心
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
科
学
は
人
間
の
力
を
過
信
さ
せ
る
。
そ
し
て
人
に
科
学
は
万
能
で
あ
る
と
信
じ
さ
せ
る
。
そ
の
た
め
こ
れ
ま

で
に
い
か
に
多
く
の
人
命
が
失
わ
れ
て
き
た
か
は
、
論
を
俟
た
な
い
。
こ
の
点
、
宗
教
心
は
人
間
の
力
に
は
限
界
が
あ
り
、
ど
ん
な
努
力
し
て

も
人
間
の
手
の
届
か
な
い
世
界
が
あ
る
こ
と
を
教
え
、
人
間
が
自
然
に
比
較
し
て
極
微
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
お

咳
鼎
心
口
Ｈ
勺
ノ
ー
」
、
○

言
６
１
プ
↓

第
一
の
医
一

し
か
し
、
こ
の
言
葉
の
問
題
は
、
「
麻
酔
」
と
い
う
こ
と
が
一
般
社
会
ば
か
り
で
な
く
、
医
学
界
に
お
い
て
も
仲
々
理
解
受
容
さ
れ
な
い
の

と
同
様
に
、
「
医
史
学
」
が
医
師
仲
間
に
も
さ
え
中
々
理
解
さ
れ
な
い
こ
と
全
く
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
と
思
う
。

（
一
一
）
（
一
二
）

こ
こ
数
年
来
、
筆
者
は
臨
床
に
携
わ
る
医
師
と
し
て
は
、
医
学
＄
哲
学
、
宗
教
、
芸
術
、
経
済
の
五
科
目
の
勉
強
は
必
須
に
し
て
不
可
欠
で

あ
る
と
主
張
し
て
来
た
。
日
本
医
史
学
会
の
会
員
に
対
し
て
、
今
更
右
に
つ
い
て
詳
述
し
よ
う
と
思
わ
な
い
が
、
誤
解
を
避
け
る
た
め
簡
単
に

（
一
）

も
の
で
あ
ろ
う
。

何
の
こ
と
か
全
く
分
ら
な
い
か
、
あ
る
い
は
「
医
師
学
」
と
誤
っ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
敢
え
て
「
医
学
史
の
研
究
」
と
言
う
よ

う
に
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
文
章
で
記
す
る
場
合
に
は
「
医
史
学
」
と
し
て
も
誤
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
「
医
史
」

と
「
医
師
」
は
発
音
が
似
て
意
味
は
全
く
異
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
「
麻
酔
」
と
「
麻
薬
」
と
の
関
係
に
類
す
る
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ご
り
を
宗
教
は
抑
制
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
が
生
物
で
あ
る
限
り
、
寿
命
が
あ
る
。
い
か
に
科
学
に
よ
っ
て
医
療
が
進
歩
し
て
も
、
死
を
避
け

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
死
と
対
決
出
来
る
の
は
宗
教
以
外
に
な
い
。
私
が
こ
こ
で
倫
理
を
問
題
に
し
な
い
の
は
、
倫
理
は
時
間
と

地
理
に
よ
っ
て
大
き
く
変
容
す
る
が
、
宗
教
は
こ
れ
に
よ
っ
て
も
変
わ
る
こ
と
は
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。

第
四
の
芸
術
に
関
し
て
は
、
人
間
の
人
間
た
る
所
以
の
一
つ
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
芸
術
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
医
療
は
人
を
対

象
と
し
て
い
る
の
で
、
医
療
者
が
芸
術
に
対
す
る
理
解
を
有
す
る
こ
と
は
、
即
ち
人
や
病
人
の
心
を
、
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と
を
可
能
に

し
、
結
果
的
に
は
、
治
療
者
の
人
間
性
の
巾
と
深
承
を
増
す
こ
と
に
連
な
る
が
、
こ
れ
は
患
者
に
と
っ
て
大
変
心
強
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
医
師

の
社
会
的
信
用
が
甚
だ
低
下
し
て
久
し
い
が
、
芸
術
は
こ
の
失
わ
れ
た
信
用
を
取
り
戻
す
に
大
い
に
役
立
つ
も
の
と
思
う
。

最
後
の
経
済
は
金
銭
的
利
益
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
も
の
ご
と
を
す
べ
て
能
率
的
、
経
済
的
に
行
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

る
。
径
済
を
無
視
し
て
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
さ
え
も
存
続
し
え
な
く
な
る
こ
と
は
、
昨
年
（
一
九
八
九
）
か
ら
の
東
欧
諸
国
の
現
状
を
一
瞥

る
。
経
済
を
無
視
し
て
は
、
イ
デ
オ

す
れ
ば
十
分
理
解
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

治
療
に
携
わ
る
者
に
、
右
の
五
頃
目
の
中
、
ど
れ
一
つ
欠
け
て
も
、
そ
の
人
が
正
し
い
医
療
を
行
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
思
う
。
や
っ

て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ご
ま
か
し
の
医
療
に
し
か
過
ぎ
な
い
。

さ
て
、
右
の
五
科
目
の
第
一
は
も
ち
ろ
ん
医
学
で
あ
り
、
医
療
者
で
あ
る
限
り
、
医
学
に
つ
い
て
十
二
分
に
習
熟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
自
分
の
実
施
し
て
い
る
医
学
が
果
し
て
正
し
い
か
否
か
に
つ
い
て
客
観
的
に
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
現
在
実
践
し
て
い
る
Ｐ
。
》

医
学
、
医
療
が
、
そ
の
瞬
間
瞬
間
だ
け
の
医
学
、
そ
の
場
限
り
の
医
学
な
の
で
あ
る
か
、
将
又
も
う
少
し
長
い
目
で
時
間
の
試
練
に
耐
え
る
医

学
な
の
か
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
現
在
の
医
学
が
正
し
い
道
を
歩
ん
で
い
る
の
か
、
ま
た
は
歩
ん
で
い
な
い
の
か
を
知
る
必
要

が
あ
る
。
敢
え
て
論
ず
れ
ば
、
現
代
の
医
学
に
対
し
て
病
識
を
持
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
少
な
く
と
も
ひ
ょ
っ
と
し
た

ら
誤
っ
た
医
療
を
行
い
、
誤
っ
た
医
学
を
後
人
た
ち
に
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
倶
の
念
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
う
方
が
正

し
い
か
も
知
れ
な
い
。
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一代

三
、
中
央
と
地
方

組
」
〆

』
し
こ
の
章
で
は
「
地
域
」
よ
り
「
地
方
」
と
い
う
言
葉
の
方
が
適
切
で
あ
る
の
で
元
掴
労
」
の
言
葉
を
用
い
る
。

ノ
ノ
Ｊ
１
‐
他
方
に
在
住
す
る
研
究
者
の
偏
見
か
も
知
れ
な
い
が
、
一
般
的
に
地
方
の
医
学
史
に
関
す
る
研
究
は
軽
視
な
い
し
、
過
小
評
価
さ
れ
が
ち
で

１
１
、

あ
る
。
対
象
が
狭
い
か
ら
と
い
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
大
い
な
る
誤
り
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
文
化
の
中
心
で
あ
っ
た
京

病
識
ま
た
は
危
倶
の
念
を
持
つ
と
い
う
こ
の
目
的
を
達
す
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
に
は
二
つ
の
手
段
が
あ
る
。
一
つ
は
医
学
、
医
療
を
内
側
か

ら
見
つ
め
る
主
観
的
方
法
で
あ
り
、
こ
れ
を
医
の
哲
学
ま
た
は
医
学
概
論
と
い
う
。
第
二
の
手
段
は
医
学
、
医
療
を
客
観
的
に
外
側
か
ら
見
つ

め
る
方
法
で
あ
り
、
こ
れ
が
医
史
学
ま
た
は
医
学
史
の
研
究
で
あ
る
。
つ
ま
り
医
史
学
と
は
医
学
の
歩
拳
を
外
側
か
ら
眺
め
て
批
判
し
、
現
在

の
医
学
、
医
療
に
対
す
る
病
識
を
も
っ
て
、
将
来
の
医
学
、
医
療
の
進
む
べ
き
方
向
に
対
し
て
正
し
い
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
医
史
学
、
医
学
史
の
研
究
は
、
現
在
の
医
療
と
の
接
点
を
有
し
て
こ
そ
、
医
史
学
で
あ
り
、
医
学
史
の
研
究
た
り
う
る
の
で
あ

る
。
こ
の
接
点
に
対
す
る
認
識
を
欠
い
て
い
る
研
究
者
が
い
る
か
ら
こ
そ
、
岡
山
市
で
の
昨
年
の
総
会
の
理
事
会
評
議
員
会
の
席
上
、
非
公
式

で
は
あ
る
が
話
題
と
な
っ
た
「
医
学
史
研
究
者
は
、
単
な
る
趣
味
人
に
過
ぎ
な
い
」
と
か
「
昔
の
こ
と
を
単
に
ほ
じ
く
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
」
と
い
う
他
か
ら
の
批
判
も
出
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

現
在
は
過
去
と
未
来
の
接
点
で
あ
る
。
現
在
を
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
過
去
の
理
解
が
不
可
欠
で
あ
り
、
両
者
の
関
係
を
い
か
に
結
び

つ
け
る
か
も
ま
た
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
医
学
教
育
に
お
い
て
も
、
先
人
は
後
人
を
教
育
す
る
。
そ
の
教
育
の
内
容
に
つ
い
て
未
来
の
こ
と
は

少
な
く
、
多
く
は
過
去
の
こ
と
で
あ
る
。
直
接
体
験
ば
か
り
で
な
く
、
間
接
体
験
も
含
め
て
過
去
の
事
象
に
対
す
る
適
切
な
認
識
な
し
に
は
、

十
分
な
教
育
も
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
医
学
史
研
究
が
、
医
学
に
お
い
て
不
可
欠
で
あ
る
一
根
拠
で
あ
る
。
治
療
に
お
い
て
も
同
様
な

（
四
）

こ
と
を
、
す
で
に
二
千
五
百
年
前
に
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
が
指
摘
し
て
い
る
。
彼
は
「
文
献
の
研
究
も
ま
た
、
誤
り
の
な
い
医
療
を
行
う
上
で
重
要

こ
と
を
、

で
あ
る
」

と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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都
、
東
京
（
江
戸
）
の
医
学
史
は
た
し
か
に
重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
多
く
の
地
方
と
の
接
点
を
有
す
る
が
故
に
重
要
な
の
で
あ
り
、
も

し
そ
れ
ら
を
欠
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
京
都
、
東
京
の
医
学
史
と
言
え
ど
も
、
単
な
る
一
地
方
の
医
学
史
に
過
ぎ
な
い
。
世
界
と
い
う
立
場
か

ら
見
れ
ば
、
日
本
の
医
学
史
と
い
え
ど
も
、
一
地
域
の
医
学
の
歩
み
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
各
時
代
の
医
学
史
は
言
わ
ば
総
論
で
あ
り
、
各

々
の
時
代
の
各
々
地
方
の
医
学
史
は
各
論
を
構
成
す
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
正
確
な
各
論
が
出
来
て
初
め
て
正

し
い
総
論
が
成
立
す
る
と
い
う
の
が
、
私
の
医
史
学
に
対
す
る
基
本
的
な
考
え
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
医
学
史
の
研
究
は
、
現
在
の
医
療
と
の
接
点
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
地
方
在
住
の
研
究
者
は
多
く
の
場

合
、
必
然
的
に
そ
の
居
住
す
る
地
域
に
お
け
る
自
分
の
専
攻
科
目
を
研
究
の
対
象
と
す
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
中
央
の
医
学
史
と
称
さ
れ
る
研
究
や
論
文
の
中
に
は
、
単
に
地
方
の
医
学
史
を
表
面
的
に
纒
め
た
も
の
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は

ま
た
し
か
る
べ
き
地
方
の
研
究
論
文
を
全
く
無
視
し
て
い
る
も
の
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
多
く
の
場
合
、
地
方
の
研
究
者
が
汗
を
流

し
て
行
っ
た
研
究
の
結
果
の
み
を
無
断
で
引
用
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。

地
方
に
在
住
し
て
い
れ
ば
分
か
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
最
近
い
か
に
コ
ピ
ー
や
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
資
料
を
取
り
寄
せ
る
速
度
が
速
く
な
っ
た
と

て
、
資
料
入
手
の
便
利
さ
に
関
し
て
は
、
中
央
に
居
住
し
て
い
る
場
合
と
は
、
雲
泥
の
差
が
あ
る
。

と
く
に
一
極
集
中
型
の
傾
向
の
強
い
日
本
で
は
ど
う
し
て
も
東
京
や
京
阪
が
中
心
と
な
っ
た
の
は
止
む
を
得
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
地

方
在
住
の
研
究
者
に
と
っ
て
は
、
何
事
を
す
る
に
も
時
間
が
か
か
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
地
方
の
研
究
者
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
泣
き
事
を

言
っ
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
だ
け
の
覚
悟
を
も
っ
て
事
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
十
分
時
間
を
か
け
て
じ
っ
く
り
研
究
す
べ
き
で
あ

る
。
逆
の
見
方
を
す
れ
ば
中
央
の
研
究
者
は
、
地
方
の
史
料
を
十
分
に
披
見
出
来
な
い
不
便
さ
も
あ
る
。
地
方
の
研
究
者
は
何
も
ハ
ン
デ
ィ
ー

ば
か
り
を
背
負
っ
て
は
い
な
い
こ
と
を
自
覚
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

（9）181



私
が
医
学
史
研
究
に
足
を
踏
承
入
れ
た
の
は
、
医
学
部
専
門
課
程
二
年
の
時
（
昭
和
三
十
六
年
）
で
あ
っ
た
。
佐
々
木
直
亮
教
授
（
現
名
名
誉

教
授
）
の
識
ず
る
衛
生
学
で
自
由
研
究
と
い
う
の
が
あ
り
、
夏
休
み
一
杯
を
か
け
て
好
き
な
こ
と
を
研
究
し
、
リ
ポ
ー
ト
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
先
輩
た
ち
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
か
を
佐
々
木
教
授
に
尋
ね
、
四
～
五
年
分
の

リ
ポ
ー
ト
を
見
せ
て
載
い
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
大
半
は
、
公
衆
浴
場
の
浴
槽
内
の
汚
染
度
、
喫
茶
店
の
空
気
汚
染
度
、
市
中
の
井
戸
の
水
質

検
査
な
ど
で
あ
り
、
と
く
に
見
る
べ
き
も
の
は
な
く
私
は
大
変
失
望
し
た
。

こ
の
こ
と
を
考
え
て
筆
者
は
そ
れ
ま
で
だ
れ
に
も
行
っ
た
こ
と
の
な
い
研
究
を
試
象
よ
う
と
思
い
、
ま
ず
手
始
め
に
明
治
以
前
に
津
軽
地
方

で
流
行
し
た
疫
病
に
つ
い
て
調
査
し
た
の
で
あ
る
。
津
軽
を
対
象
に
し
た
の
は
、
津
軽
は
私
の
居
住
し
て
い
る
地
方
で
あ
り
、
弘
前
市
立
図
書

館
な
ど
地
元
の
施
設
で
多
く
の
史
料
を
容
易
に
閲
覧
出
来
る
か
ら
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
約
二
ヵ
月
の
夏
休
み
の
大
半
を
図
書
館
で
の
調
査

（
五
）

に
費
や
し
、
原
稿
用
紙
で
約
七
○
枚
位
の
リ
ポ
ー
ト
を
提
出
し
た
。

極
め
て
毛
色
の
変
わ
っ
た
リ
ポ
ー
ト
で
あ
っ
た
た
め
か
、
そ
の
評
価
は
、
他
学
部
の
先
生
の
手
も
煩
わ
し
た
が
、
最
終
的
に
受
理
さ
れ
た
。

し
か
し
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
は
惜
し
い
の
で
、
そ
の
中
の
一
部
で
も
書
き
直
し
て
、
専
門
誌
に
投
稿
し
た
ら
よ
い
と
い
う
佐
々
木
教
授
の

（
｛
ハ
）

奨
め
も
あ
り
、
天
然
痘
の
部
だ
け
を
纒
め
て
『
医
学
史
研
究
』
に
投
稿
し
、
掲
載
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
医
学
部
三
年
の
時
で
あ
っ
た
。

天
然
痘
以
外
に
も
多
く
の
疫
病
が
椙
砿
を
極
め
た
が
、
そ
の
次
に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
が
最
も
激
し
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
さ
ら
に
調

（
七
）

査
研
究
し
て
『
医
学
史
研
究
』
に
投
稿
し
、
こ
れ
も
掲
載
さ
れ
た
。

天
然
痘
に
つ
い
て
調
査
研
究
す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
牛
痘
種
痘
法
に
言
及
し
な
い
訳
に
い
か
な
く
な
る
。
そ
こ
で
津
軽
地
方
の

種
痘
史
に
つ
い
て
調
査
を
開
始
し
た
。
二
、
三
の
先
人
の
研
究
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
ら
の
研
究
は
伝
聞
の
域
を
脱
し
て
い
な
か
っ
た
。
牛

痘
種
痘
法
が
日
本
に
移
入
紹
介
さ
れ
た
上
限
の
時
代
が
明
か
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
降
の
津
軽
に
お
け
る
原
史
料
を
丁
寧
に
調
査
し
た
結
果
、

四
、
私
の
医
学
史
研
究
の
端
緒
と
発
展

（10） 482



津
軽
地
方
の
種
痘
法
の
移
入
に
は
、
秋
田
と
江
戸
か
ら
二
系
統
が
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
秋
田
か
ら
の
種
痘
法
が
時
期
的
に
よ
り
早
い
こ
と
が
判
明

し
た
。
こ
の
当
時
の
秋
田
地
方
の
種
痘
法
は
、
中
川
五
郎
治
の
系
統
で
松
前
か
ら
斎
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
シ
ベ
リ
ア
か
ら
種
痘
法
を
松

（
一
ハ
）

前
に
斎
ら
し
た
中
川
五
郎
治
の
出
身
は
、
青
森
県
の
下
北
地
方
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
次
に
中
川
五
郎
治
に
つ
い
て
研
究
を
開
始
し

た
の
で
あ
る
。
教
室
の
関
連
病
院
が
函
館
市
内
に
あ
っ
た
こ
と
も
幸
い
し
た
し
、
そ
れ
ま
で
中
川
五
郎
治
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
阿
部
竜

夫
博
士
も
函
館
に
お
ら
れ
た
こ
と
も
幸
い
で
あ
っ
た
。
阿
部
博
士
か
ら
は
多
く
の
便
宜
を
与
え
ら
れ
た
が
、
「
自
分
は
高
齢
で
も
あ
り
、
も
は

（
九
）

や
中
川
五
郎
治
の
研
究
は
出
来
な
い
か
ら
、
君
が
続
け
て
研
究
す
る
よ
う
に
」
と
言
わ
れ
た
。
以
来
三
○
年
間
、
中
川
五
郎
治
に
つ
い
て
研
究

（
一
○
）
Ｉ
（
一
五
）

し
て
き
た
。
中
川
の
系
譜
的
研
究
に
よ
っ
て
多
く
の
知
見
を
得
、
ま
た
多
く
の
史
料
を
発
掘
出
来
た
。
そ
し
て
今
年
漸
く
研
究
の
一
端
を
出
版

出
来
た
。

（
一
七
）

こ
の
中
川
五
郎
治
研
究
の
過
程
で
、
小
川
鼎
二
一
先
生
が
、
『
日
本
医
事
新
報
ジ
ュ
ニ
ア
』
版
に
執
筆
掲
載
し
た
論
文
に
些
細
な
誤
り
が
あ
っ

た
の
で
、
御
指
摘
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
早
速
先
生
か
ら
御
礼
状
を
頂
載
し
た
が
、
そ
の
末
尾
に
は
「
本
当
に
君
は
弘
前
大
学
の
学
生
で
す

た
の
で
、
御
指
摘
申
し
仁

か
」
と
記
し
て
あ
っ
た
。

津
軽
の
疫
病
の
研
究
を
続
け
て
い
る
内
に
、
そ
の
地
方
か
ら
伝
播
速
度
に
興
味
を
も
っ
た
。
疫
病
は
人
か
ら
人
へ
と
伝
染
す
る
の
で
あ
る
か

ら
結
局
、
疫
病
の
伝
播
速
度
は
人
の
移
動
の
問
題
と
な
る
。
こ
う
し
て
コ
レ
ラ
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
麻
疹
な
ど
を
対
象
に
そ
の
伝
播
速
度
を

推
定
哩
越
。
往
時
の
流
行
性
伝
染
病
の
伝
播
は
い
わ
ゆ
る
日
本
に
お
け
る
文
化
の
伝
播
方
式
「
東
漸
北
上
」
の
原
則
に
従
う
。

こ
の
よ
う
な
研
究
を
積
ゑ
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
津
軽
と
い
う
北
日
本
の
狭
い
一
地
方
で
あ
る
が
、
明
治
前
の
疫
病
の
流
行
状
態
に
関
し

（
一
九
）

て
言
え
ば
、
非
常
に
細
か
い
所
ま
で
判
明
し
て
い
る
全
国
で
も
数
少
な
い
地
域
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

津
軽
地
方
の
医
学
史
を
研
究
し
て
い
る
中
に
、
津
軽
で
は
津
軽
一
粒
金
丹
と
い
う
秘
薬
が
、
元
禄
年
間
か
ら
製
造
販
売
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

知
っ
た
。

（
一
一
〈
）

こ
れ
は
津
軽
藩
の
藩
医
で
も
七
’
八
各
に
し
か
製
造
の
許
可
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
秘
薬
で
あ
り
、
そ
の
主
成
分
の
一
つ
は
阿
片
で
あ
っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
一
地
方
の
医
学
史
の
研
究
は
、
当
然
中
央
の
そ
れ
と
も
、
密
接
な
関
係
を
有
す
る
。

し
か
し
本
当
の
意
味
で
の
地
方
の
医
学
史
の
研
究
は
、
そ
の
地
に
居
住
し
て
い
る
者
で
な
け
れ
ば
、
仲
々
不
可
能
で
あ
る
。
足
が
地
に
つ
か

な
い
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
筆
者
も
、
こ
れ
ま
で
数
多
く
の
い
わ
ゆ
る
中
央
の
学
者
の
訪
問
を
受
け
、
研
究
の
手
伝
い
や
協
力
を
行
っ
て
き
た

が
、
客
観
的
に
言
っ
て
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
皮
相
的
で
あ
り
表
面
的
で
あ
っ
た
。
わ
ず
か
一
日
か
二
日
の
滞
在
で
、
事
の
真
相
に
に
迫
ろ
う
と

こ
の
よ
う
な
こ
と
で
、

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
竺

展
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

阿
片
を
採
取
す
る
ケ
シ
は
、
当
時
の
日
本
の
他
地
方
に
お
い
て
は
、
全
く
栽
培
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ケ
シ
の
栽
培
と
そ
れ

か
ら
の
阿
片
採
取
と
一
粒
金
丹
の
製
造
は
、
単
に
津
軽
と
い
う
一
地
域
の
医
学
史
や
文
化
史
の
問
題
で
は
な
く
な
り
、
全
国
的
な
、
さ
ら
に
は

ア
ジ
ア
的
拡
が
り
を
持
つ
大
き
な
研
究
テ
ー
マ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
筆
者
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
一
五
世
紀
の
初
め
に
マ
ス
ト
ラ

か
ら
来
航
し
た
南
蛮
船
に
よ
っ
て
ケ
シ
が
若
狭
に
斎
ら
れ
、
日
本
海
沿
岸
海
運
業
者
に
よ
っ
て
そ
れ
が
津
軽
に
移
入
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
当
時
の
日
本
の
他
地
方
に
お
い
て
ケ
シ
が
栽
培
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
や
、
ケ
シ
が
天
竺
か
ら
直

（
二
○
）
（
二
一
）

接
渡
来
し
た
と
い
う
津
軽
地
方
の
口
碑
な
ど
と
す
べ
て
合
致
す
る
。

一
粒
金
丹
の
研
究
を
始
め
て
行
く
内
に
、
鴎
外
の
史
伝
『
渋
江
抽
斎
』
で
知
ら
れ
る
渋
江
抽
斎
も
右
の
一
粒
金
丹
の
製
造
を
許
可
さ
れ
た
津

軽
藩
医
の
一
人
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
こ
う
し
て
渋
江
抽
斎
の
研
究
を
開
始
し
、
抽
斎
が
津
軽
藩
の
江
戸
屋
敷
の
医
師
の
宿
直
日
記
「
直
舎

伝
記
抄
』
を
抄
出
し
て
い
た
こ
と
を
見
い
出
し
、
遂
に
慶
應
義
塾
大
学
図
書
館
の
富
士
川
文
庫
中
に
、
そ
れ
ら
の
中
の
六
冊
を
再
発
見
し
た
。

（
一
二
一
）

散
供
し
た
二
冊
を
約
二
○
年
間
探
索
し
た
が
、
遂
に
見
い
出
し
得
ず
、
止
む
を
得
ず
六
冊
の
桑
を
活
字
化
し
て
復
刻
し
た
。

こ
の
『
直
舎
伝
記
抄
』
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
全
く
不
明
で
あ
っ
た
桐
山
正
哲
の
事
績
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能

（
一
二
二
）

と
な
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
桐
山
正
哲
は
、
『
解
体
新
書
』
を
翻
訳
し
た
杉
田
玄
白
の
仲
間
で
あ
り
、
津
軽
藩
の
江
戸
定
府
医
官
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
津
軽
地
方
に
お
け
る
、
明
治
前
の
疫
病
流
行
に
関
す
る
小
さ
な
調
査
で
始
ま
っ
た
私
の
医
学
史
研
究
も
、
そ
れ
を
続

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
に
一
地
域
の
一
時
代
の
象
な
ら
ず
、
時
代
的
に
も
地
域
的
に
も
、
大
き
な
広
が
り
を
有
す
る
医
学
史
の
研
究
へ
と
発
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す
る
の
は
、
い
く
ら
コ
ピ
ー
な
ど
が
容
易
に
あ
っ
た
と
て
所
詮
無
理
な
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
地
方
の
医
学
史
は
、
そ
の
地
に
居
住
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
仲
為
出
来
な
い
こ
と
を
、
地
方
居
住
の
研
究
者
は
深
く
認

識
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
研
究
に
対
し
て
、
よ
り
真
蟄
な
態
度
で
臨
む
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
大
き
な
自

信
を
持
つ
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
医
学
史
の
研
究
は
、
現
代
の
医
療
と
の
接
点
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
私
の
主
張
で
あ
る
。
医
学
、
医
療
の
思
想

史
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
い
か
な
る
時
代
の
医
学
、
医
療
と
言
え
ど
も
現
代
の
そ
れ
と
接
点
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。

現
在
、
多
く
の
医
事
紛
争
が
マ
ス
コ
ミ
で
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
多
く
の
争
点
の
一
つ
は
、
具
体
的
な
医
療
行
為
が
水
準
医
療
で
あ
る
か
否

か
で
あ
る
。
水
準
医
療
か
否
か
は
の
判
断
は
中
々
困
難
で
あ
る
。
例
え
ば
中
央
で
普
遍
的
に
行
わ
れ
始
め
た
手
術
で
も
、
即
刻
地
方
で
行
わ
れ

る
訳
は
な
く
、
そ
の
普
及
に
は
ど
う
し
て
も
、
あ
る
程
度
時
間
を
要
す
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
私
は
あ
る
技
術
が
あ
る
地
方
か
ら
全
国
的
に
普
及
し
て
行
く
の
に
、
ど
れ
位
時
間
が
か
か
っ
た
の
か
興
味
を
持

ち
、
ま
ず
江
戸
時
代
で
は
華
岡
青
洲
の
全
身
麻
酔
、
伊
古
田
純
道
に
始
ま
っ
た
帝
王
切
開
の
技
術
、
明
治
時
代
に
入
っ
て
か
ら
は
胆
嚢
外
科
な

ど
が
、
ど
の
位
の
日
時
を
要
し
て
全
国
各
地
へ
普
及
し
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
調
査
研
究
し
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
多
く
の
知
見

（
二
四
）
（
二
五
）

を
得
た
。
従
っ
て
知
識
や
技
術
の
普
及
の
問
題
は
、
甚
だ
重
要
で
、
こ
の
こ
と
が
医
学
史
の
研
究
と
現
代
の
医
療
と
の
接
点
の
一
つ
で
も
あ

例
え
ば
私
の
県
の
十
和
田
市
で
酸
素
の
過
剰
投
与
に
原
因
し
た
未
熟
児
網
膜
症
に
関
す
る
裁
判
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
担
当
医
が
、
当
時
東
京

で
は
知
ら
れ
て
い
た
本
症
の
原
因
に
つ
い
て
、
ど
の
程
度
知
っ
て
い
た
か
、
ま
た
そ
れ
ら
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
病
院
側
が

取
っ
て
い
た
か
が
、
裁
判
の
最
も
肝
心
な
争
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

る
○

五
、
情
報
伝
播
の
問
題

（13）485



こ
の
よ
う
な
筆
者
の
研
究
を
ふ
り
か
え
っ
て
見
て
、
最
も
苦
労
し
た
こ
と
は
、
史
料
の
検
索
と
そ
の
閲
覧
の
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

地
方
の
医
学
史
の
研
究
で
あ
る
か
ら
、
多
く
の
史
実
を
未
公
刊
の
広
汎
な
一
般
史
料
の
中
か
ら
正
に
蒼
海
に
一
粟
を
求
め
る
心
境
で
検
索
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
た
と
え
史
料
が
あ
っ
て
も
、
特
定
の
図
書
館
に
し
か
な
か
っ
た
り
、
貴
重
本
で
あ
る
が
故
に
複
写
が
不
可
能
で
あ

っ
た
り
、
古
書
店
で
求
め
よ
う
に
も
、
余
り
に
も
高
価
で
入
手
が
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
富
士
川
勝
が
古

書
を
収
集
し
た
当
時
と
は
事
情
が
全
く
異
な
る
の
で
あ
る
。
史
的
研
究
の
基
本
は
、
ま
ず
信
拠
す
べ
き
史
料
を
集
め
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
筆

者
は
ま
ず
こ
の
こ
と
は
全
精
力
を
注
ぐ
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
筆
者
が
、
第
八
十
六
回
日
本
医
学
史
会
総
会
を
開
催
し
た
と
き
教
室
、
同
門

（
一
二
一
）

会
の
方
々
の
御
協
力
を
得
て
、
前
述
し
た
津
軽
藩
の
江
戸
屋
敷
の
宿
直
医
師
の
日
記
を
渋
江
抽
斎
が
抄
出
し
た
『
直
舎
記
抄
』
を
活
字
化
し
て

上
梓
し
、
加
え
て
幕
府
医
学
館
に
講
師
と
し
て
抽
斎
が
任
命
さ
れ
た
時
の
抽
斎
自
筆
の
史
料
「
医
学
館
講
害
一
件
」
な
ど
を
新
発
見
し
、
そ
れ

（
一
一
一
ハ
）

も
活
字
化
し
て
上
梓
し
、
会
員
一
同
に
無
料
で
配
布
し
た
。
こ
れ
は
、
史
料
の
公
刊
が
史
的
研
究
の
基
本
で
あ
り
、
貴
重
な
史
料
で
あ
れ
ば
あ

る
ほ
ど
、
そ
れ
を
多
く
の
研
究
者
が
容
易
に
利
用
出
来
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
次
い
で
、
津
軽
に
お
け
る
江
戸
時
代
の
医
師
の
動
静
を
知
る
た
め
に
分
限
帳
か
ら
医
師
の
部
を
抄
出
し
、
そ
の
ほ
か
、
貴
重
な
史
料

（
二
七
）
（
二
八
）

も
加
え
『
津
軽
医
事
文
化
史
料
集
成
』
正
続
の
二
巻
を
上
梓
し
た
。

津
軽
は
津
軽
海
峡
を
狭
ん
で
北
海
と
接
す
る
が
、
往
時
か
ら
い
わ
ゆ
る
こ
れ
ら
の
地
方
と
も
大
い
に
交
流
が
あ
っ
た
。
医
学
、
医
療
史
に
お

い
て
も
、
そ
の
例
に
も
れ
な
い
が
、
と
く
に
種
痘
史
に
お
い
て
深
い
関
係
を
有
す
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
中
川
五
郎
治
は
青
森
県
下
北
郡
川

内
町
の
出
身
で
あ
り
、
彼
の
も
た
ら
し
た
種
痘
法
は
、
秋
川
を
経
て
津
暇
に
も
将
来
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ま
で
発
表
さ
れ

こ
の
よ
う
な
医
学
思
想
や
医
療
技
術
の
全
国
各
地
へ
の
普
及
の
問
題
を
考
え
る
と
ぎ
、
各
地
方
の
医
学
史
研
究
の
重
要
性
は
一
層
明
確
に
な

る
こ
と
と
思
う
。
地
方
の
医
学
史
だ
か
ら
と
て
、
何
も
卑
下
す
る
こ
と
は
な
、
い
の
で
あ
る
。

六
、
史
料
の
公
刊
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た
中
川
五
郎
治
の
文
献
に
加
え
て
、
彼
の
事
績
を
伝
え
る
原
史
料
に
さ
ら
に
は
、
モ
ス
ク
ワ
の
レ
ー
ニ
ン
図
書
館
か
ら
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
な

（
一
一
ハ
）

ど
を
取
り
寄
せ
、
「
北
海
道
医
事
文
化
史
料
集
成
』
（
上
下
二
巻
）
を
刊
行
し
た
。
少
な
く
と
も
北
日
本
の
医
学
史
に
つ
い
て
論
ず
る
に
際
し
、

無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
史
料
で
あ
る
と
自
負
出
来
る
か
と
思
う
。

史
的
研
究
の
真
骨
頂
は
、
史
料
を
い
か
に
理
解
、
解
釈
す
る
か
に
あ
る
こ
と
は
、
十
二
分
に
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
信
用
す
る
に
値
し
な

い
史
料
を
用
い
て
、
そ
れ
を
い
か
に
理
解
し
て
も
何
ら
価
値
が
な
い
こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
も
明
か
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
ま
ず
準
拠
す
べ
き

史
料
の
検
索
が
大
切
で
あ
る
。
し
か
し
従
来
一
部
の
研
究
者
の
幣
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
史
料
を
隠
匿
し
て
他
に
見
せ
な
い
な
ら

ば
、
研
究
は
全
く
進
歩
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

私
は
右
に
述
べ
た
二
点
の
重
要
性
を
考
え
た
か
ら
こ
そ
、
史
料
の
公
刊
に
二
十
年
間
最
大
の
努
力
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
学
界
の
一
部
に

「
松
木
は
史
料
の
復
刻
ば
か
り
し
て
お
り
、
理
解
し
て
い
な
い
」
と
い
う
批
判
の
あ
る
こ
と
も
十
分
に
承
知
し
て
い
る
。
私
は
そ
の
よ
う
な
批

判
は
極
め
て
軽
薄
で
あ
る
と
思
う
。

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
筆
者
は
研
究
上
（

や
学
問
の
進
歩
発
展
が
あ
る
と
思
う
。

研
究
は
一
個
人
の
所
有
物
で
も
な
け
れ
ば
、
よ
く
所
有
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
多
く
の
研
究
者
が
、
公
明
正
大
に
競
う
も
の
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
は
、
研
究
者
が
必
要
と
す
る
史
料
を
自
由
に
入
手
閲
覧
出
来
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
多
く
の
史
料
を
公
刊
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
筆
者
は
研
究
上
の
公
正
な
最
低
必
要
条
件
を
作
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
始
め
て
、
真
の
意
味
で
の
研
究

医
学
史
の
研
究
は
学
際
的
で
あ
る
。
従
っ
て
日
本
医
史
学
会
の
会
員
名
簿
を
見
て
も
医
師
ば
か
り
で
な
く
、
多
く
の
職
種
の
方
が
会
員
と
な

っ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
全
国
的
に
ゑ
て
も
会
員
数
は
少
な
い
。
研
究
し
て
も
そ
の
成
果
が
直
ち
に
は
目
に
見
え
る
形
で
帰
っ
て
こ
な
い
こ
と

（
二
九
）
Ｉ
（
三
六
）

以
上
言
及
し
た
拙
著
以
外
に
出
版
し
た
も
の
を
示
し
て
参
考
に
供
す
る
。

七
、
研
究
者
の
交
流

七
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以
上
甚
だ
独
断
と
偏
見
に
満
ち
た
私
見
を
綾
繧
述
べ
さ
せ
て
裁
い
た
。
読
む
人
に
と
っ
て
は
、
全
く
苦
言
と
し
か
聞
え
な
い
か
も
知
れ
な
い

し
、
ま
た
あ
る
人
に
は
、
強
す
ぎ
る
筆
者
の
自
己
主
張
と
写
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
筆
者
も
研
究
者
の
末
席
を
け
が
し
て
い
る
身
分
で
あ

る
か
ら
、
右
の
二
点
に
関
し
て
は
い
か
な
る
反
論
に
対
し
て
も
十
分
な
論
拠
を
持
っ
て
い
る
。
私
が
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で

や
、
時
間
、
そ
し
て
費
用
も
か
か
る
点
が
人
々
を
医
学
史
か
ら
遠
ざ
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
安
易
な
道
を
と
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
し

て
地
方
の
医
学
史
の
研
究
者
は
多
く
な
い
。

そ
れ
で
も
全
国
的
に
承
る
と
、
学
会
の
支
部
が
出
来
て
年
に
一
、
二
回
会
合
を
持
ち
、
活
動
を
し
て
い
る
所
が
増
え
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
慶

賀
に
耐
え
な
い
。
筆
者
も
数
年
前
東
北
支
部
を
作
り
、
研
究
者
の
交
流
を
企
て
た
が
水
泡
に
帰
し
た
。
筆
者
の
考
え
は
、
ま
ず
支
部
を
作
っ
て

交
流
を
計
る
こ
と
が
、
研
究
の
進
歩
発
展
に
最
も
大
切
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
東
北
地
方
の
会
員
内
の
交
流
は
全
く
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
会
合
は
年
一
回
各
県
持
ち
廻
り
で
行
い
、
面
倒
な
規
則
は
あ
と
廻
し
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
長

老
を
会
長
に
形
の
承
を
追
求
し
た
い
と
す
る
人
々
の
反
対
に
あ
っ
て
支
部
は
出
来
な
か
っ
た
。
私
の
基
本
的
考
え
は
、
い
わ
ゆ
る
格
好
だ
け
の

会
を
作
り
、
名
前
だ
け
の
支
部
長
や
、
役
員
を
設
け
て
も
、
学
問
の
進
歩
に
は
全
く
貢
献
し
な
い
こ
と
を
十
分
に
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

各
県
持
ち
廻
り
に
す
れ
ば
、
年
に
一
回
で
も
気
軽
に
集
ま
り
、
各
々
の
研
究
を
自
由
に
討
論
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
研
究
に
大
い
に
益

す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
は
十
二
分
に
予
想
さ
れ
る
し
、
互
い
に
隣
接
し
た
地
域
の
医
学
史
の
研
究
に
、
こ
れ
以
上
好
ま
し
い
こ
と
は
な
い
と

考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
嫌
う
人
は
参
加
し
な
け
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

人
間
は
集
団
に
な
る
と
必
ず
派
閥
を
作
る
。
人
間
の
習
性
で
あ
る
。
派
閥
が
出
来
て
良
い
場
合
と
悪
い
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
学
問
の
世
界

に
派
閥
は
必
要
な
い
。
派
閥
は
学
問
を
歪
め
る
か
ら
で
あ
る
。
敢
え
て
断
っ
て
お
こ
う
。
私
の
構
想
に
反
対
し
た
地
域
の
方
々
の
医
学
史
の
研

究
に
は
、
今
後
し
ば
ら
く
の
間
見
る
べ
き
成
果
は
あ
る
ま
い
。

お
わ
り
に

（16 188



も
、
医
学
、
医
療
の
流
れ
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
真
の
医
学
、
医
療
を
知
り
得
ず
、
そ
れ
を
実
施
出
来
な
い
と
考
え
る
し
、
Ｈ
己
の
依
っ
て
存
す

る
と
こ
ろ
も
、
こ
こ
に
あ
る
と
信
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
多
く
の
地
方
在
住
の
医
学
史
研
究
者
の
心
の
支
え
の
一
部
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

な
お
本
稿
を
草
す
る
機
会
を
与
え
て
載
い
た
編
集
委
員
会
・
三
輪
卓
雨
先
生
に
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

参
考
文
献

（
一
）
松
木
明
知
「
『
麻
酔
』
の
語
史
学
的
研
究
麻
酔
科
学
の
バ
イ
オ
｝
一
ア
た
ち
」
Ｉ
麻
酔
科
学
史
研
究
序
説
’
一
○
九
頁
～
二
九
頁
、
克
誠
堂
、
一
九

へへへへへへへへへへへへへへへへ

毛妄 壽西＝二＝己プL‘ノーL七コうぐ五四三三二二
、一ノ、－ノ、－ノ、ーノL－／、－〃、－ノ蝿一／、－ノ、－ノ、＝〆、－ノ、－ノ、－〆、一ノ、一ノ

松
木
明
知
「
必
修
五
科
目
」
『
統
麻
酔
科
の
周
辺
』
三
八
～
四
一
頁
、
克
誠
堂
、
一
九
八
九
年
。

松
木
明
知
「
必
修
五
科
目
（
巻
頭
言
）
」
『
臨
床
麻
酔
』
一
四
巻
一
号
、
三
頁
、
一
九
九
○
年
。

松
木
明
知
「
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
と
文
献
の
読
蟻
方
」
『
続
麻
酔
科
の
周
辺
』
七
五
～
七
七
頁
、
克
誠
堂
、
一
九
八
九
年
。

松
木
明
知
『
明
治
前
津
軽
疫
病
流
行
史
』
（
稿
本
）
。

松
木
明
知
「
明
治
前
津
軽
痘
瘡
流
行
史
」
『
医
学
史
研
究
』
十
号
、
昭
和
三
十
八
年
十
月
。

松
木
明
知
「
明
治
前
津
軽
風
疫
流
行
史
」
（
一
）
、
（
二
）
、
『
『
医
学
史
研
究
』
十
九
号
、
二
十
号
、
昭
和
四
十
一
年
二
月
、
五
月
。

松
木
明
知
「
津
軽
と
種
痘
」
松
木
明
、
松
木
明
知
『
津
軽
私
医
史
』
二
七
～
四
三
頁
、
津
軽
書
房
、
昭
和
四
十
二
年
。

阿
部
竜
夫
『
中
川
五
郎
治
と
種
痘
伝
来
』
無
風
帯
社
、
昭
和
十
八
年
。

松
木
明
知
「
中
川
年
郎
治
の
系
統
」
『
蘭
学
資
料
研
究
会
報
告
』
（
以
下
蘭
研
）
一
八
五
号
、
昭
和
四
十
一
年
。

松
木
明
知
「
同
ｌ
続
ｌ
諸
寺
院
過
去
帳
に
基
づ
く
中
川
家
の
系
図
Ｉ
」
『
閲
研
』
一
九
○
号
、
昭
和
四
十
二
年
。

松
木
明
知
「
中
川
五
郎
治
と
中
川
家
の
笙
域
」
『
閉
研
』
一
九
一
号
、
昭
和
四
十
二
年
。

松
木
明
知
「
中
川
五
郎
治
関
係
文
書
に
つ
い
て
」
『
剛
研
』
一
九
九
号
、
昭
和
四
十
二
年
。

松
木
明
知
「
・
中
川
五
郎
治
の
系
統
ｌ
追
補
ｌ
」
『
閥
研
』
二
一
六
号
、
昭
和
四
十
三
年
。

松
木
明
知
「
中
川
五
郎
治
に
関
す
る
最
近
の
知
見
」
『
日
本
医
史
学
雑
誌
』
十
三
巻
三
号
、
昭
和
四
十
二
年
。

松
木
明
知
編
『
北
海
道
医
事
文
化
史
料
集
成
』
（
上
下
）
岩
波
ブ
ッ
ク
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
平
成
二
年
。

小
川
鼎
三
「
日
本
の
医
学
史
か
ら
（
十
五
）
補
遺
と
訂
正
」
『
日
本
医
事
新
報
ジ
ュ
ニ
ア
版
』
三
十
一
号
、
昭
和
三
十
九
年
八
月
十
五
日
。

／、
＝

テー

年
0
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へ
－
松
木
明
知
『
青
森
県
の
医
史
』
一
～
一
二
頁

松
木
明
知
「
帝
王
切
開
術
の
こ
と
な
ど
」
『
医
学
史
雑
稿
』
七
～
三
七
頁
、
津
軽
書
房
、
昭
和
五
十
六
年
。

松
木
明
知
「
日
本
に
お
け
る
草
創
期
の
胆
礎
外
科
「
『
医
学
史
雑
稿
』
四
七
～
五
四
頁
。

松
木
明
知
『
渋
江
抽
斎
の
研
究
』
岩
波
ブ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
、
昭
和
六
十
年
。

松
木
明
知
・
花
田
要
一
細
『
津
軽
医
事
文
化
史
料
集
成
』
岩
波
ブ
ッ
ク
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
六
年
。

松
木
明
知
・
花
田
要
一
編
『
津
軽
医
事
文
化
史
料
集
成
ｌ
続
ｌ
』
岩
波
ブ
ッ
ク
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
八
年
。

松
木
明
知
『
北
海
道
の
医
史
』
津
軽
書
房
、
昭
和
四
十
八
年
。

松
木
明
知
「
医
学
史
の
散
紫
」
ｌ
『
側
束
躯
始
』
の
こ
と
な
ど
Ｉ
津
軽
書
房
、
一
九
七
六
年
。

松
木
明
知
『
医
学
の
周
辺
』
津
軽
書
房
、
一
九
八
六
年
。

松
木
明
知
『
麻
酔
科
の
周
辺
』
克
誠
堂
、
一
九
八
七
年
。

松
木
明
知
編
「
森
鴎
外
『
渋
江
抽
斎
』
基
礎
資
料
」
岩
波
ブ
ッ
ク
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
六
年
。

松
木
明
知
編
『
日
本
麻
酔
科
学
史
資
料
』
（
一
）
～
（
四
）
、
克
誠
堂
、
一
九
八
七
～
一
九
九
○
年
。

松
木
明
知
『
統
麻
酔
科
の
周
辺
』
克
誠
堂
、
一
九
八
九
年
。

松
木
明
知
「
横
切
っ
た
流
星
」
『
メ
デ
ィ
サ
イ
エ
ン
ス
』
一
九
九
○
年
。

（
弘
前
大
学
医
学
部
麻
酔
科
）

松
木
明
知
「
桐
山
正
怡
と
瞬
時
館
薬
品
会
、

松
木
明
知
「
津
軽
と
疫
病
流
行
」
松
木
明
、
松
木
明
知
共
著
『
津
軽
の
医
史
』
二
二
～
二
八
頁
、
津
軽
書
房
、
昭
和
四
十
六
年
。

松
木
明
知
「
明
治
前
津
軽
疫
病
史
」
松
木
明
、
松
木
明
知
共
著
『
統
津
軽
の
医
史
』
六
五
～
九
○
頁
、
津
軽
書
房
、
・
昭
和
五
十
年
。

松
木
明
知
「
阿
片
と
秘
葉
『
津
軽
一
粒
金
丹
」
」
松
木
明
、
松
木
明
知
共
著
『
津
軽
の
医
史
』
二
五
～
一
六
六
頁
、
津
軽
書
房
、
昭
和
四
十
六
年
。

松
木
明
知
「
ケ
シ
の
渡
来
と
津
軽
一
粒
金
丹
」
『
日
本
臨
床
麻
酔
学
会
雑
誌
』
十
巻
五
号
、
四
二
七
～
四
三
三
頁
、
平
成
二
年
。

松
木
肌
知
細
『
直
舎
伝
記
抄
』
第
八
十
六
Ⅲ
日
本
医
史
学
会
、
岩
波
ブ
ッ
ク
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
昭
和
六
十
年
。

桐
山
正
怡

、
，
津
軽
害

と
学
本
草
随
筆
」
作
‐

房
、
昭
和
五
十
五
年
。

屯P

オ
副
勺
山
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Anintroductiontothestudyofmedicalhistory

intheprovinces

byAkitomoMATSUKI

Theimportanceofthestudyofmedicalhistoryhaslongbeendiscussedinmanypapersand
booksinthisfield.

ManyJapaneseinvestigatorsofmedicalhistorymayhaveaprejudiceinbelievingthatonly

themedicalhistoryofthecapitalssuchasKyotoorEdoisthecorrecthistoryofJapanese

medicine.ItmaybeacceptedthatthemedicalhistoryofKyotoandEdoisthemainstreamof

Japanesehistoryofmedicine,butthishistorycouldbemorecomplete,ifitweredescribedfrom

aviewpointofitscloserelationshipwiththemedicalhistoryofthemanyotherprovincesin

Japan.

Mystudyofmedicalhistorydatesbackaboutthirtyyears,fromwhenlwasamedicalstudent.

AtfirstlstartedtostudythehistoryofJennerianvaccinationintheTsugarudistrict,thenorthern

partofthemainlandofJapan,andlaterlfoundittobecloselyassociatedwithtl'atof

Hokkaido.

JennerianvaccinationwasbroughttoSt.PetersburgfromEnglandthroughLatviaandthenit

wastransmittedtoSiberiawithinseveralyearsafterJenner'sdiscovery.Themethodwasacciden-

tallyintroducedtoJapanbyaJapanese,GorojiNakagawa,in1812,whohappenedtohavebeen

takentoSiberiainl807.ThepracticeofJennerianvaccinationbyNakagawawascarriedouton

（
①
［
）

［
の
寸



asmallscaleinHokkaido,butthatwasitsfirsttrialinJapan.Ithadagreatimpactonmany

physiciansintheKyotoarea,whohadwantedtointroducethismethodtoJapanforalong

time,becausetheyhadreceivedinformationaboutitonlythroughmedicalbookswritternin

Dutch.ThisisaproofthateventhemedicalhistoryoftheprovinceofHokkaidocannotbe

neglectedinthemedicalhistoryofJapan.

Anothersampleofaprovincialhistoryofmedicinethatcannotbeneglectedfromtheview

pointofJapanesemedicineisthecultivationofthepoppy.TheTsugarudistrictwasthefirst

placeinJapanwherethepoppywasintroducedtomakeopium.Thisepisodeisveryinteresting

andimportantforJapanesemedicine;beingdeeplyrelatedtothepharmacotherapeutichistoryof

Japan.Thisstoryhadnotbeenelucidatedclearlyl)eforelbegantoinvestigate.

IwouldliketoproposethatthecorrecthistoryofJapanesemedicineshouldconsistofintegra-

tedinformationonthecorrectmedicalhistoryofeachprovinceinJapan.

函
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