
（
２
）
（
３
）

わ
が
国
の
文
献
で
は
、
富
士
川
の
「
日
本
疾
病
史
」
に
は
ジ
フ
テ
リ
ア
の
項
目
は
な
く
、
同
氏
の
「
日
本
医
学
史
」
の
疾
病
史
の
項
目
の

（
４
）

中
で
簡
単
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
山
崎
の
『
日
本
疫
史
及
防
疫
史
』
に
は
ジ
フ
テ
リ
ア
の
項
目
が
あ
る
が
、
明
治
以
後
を
主
体

と
し
、
し
か
も
防
疫
史
の
側
面
に
重
点
を
置
い
て
い
る
の
で
、
疾
病
史
の
記
述
と
し
て
は
不
完
全
で
あ
る
。

（
５
）

外
国
の
文
献
で
は
、
ヘ
ー
ゼ
ル
の
『
医
学
史
及
疫
病
史
」
で
は
ジ
フ
テ
リ
ア
と
い
う
病
名
は
使
わ
ず
、
の
四
国
日
筥
○
と
い
う
名
称
で
断
片
的

（
６
）

に
ジ
フ
テ
リ
ア
に
触
れ
て
い
る
。
ヒ
ル
シ
ュ
の
大
著
『
地
理
的
及
歴
史
的
病
理
学
』
に
は
ジ
フ
テ
リ
ア
の
項
目
が
あ
り
、
主
と
し
て
西
洋
の

〆
屯
１
Ｊ
、

ジ
フ
テ
リ
ア
は
わ
が
国
で
は
明
治
十
三
年
の
「
伝
染
病
予
防
規
則
」
の
制
定
の
際
に
六
種
の
伝
染
病
の
中
に
入
れ
ら
れ
、
ま
た
現
在
も
十

種
の
法
定
伝
染
病
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
重
要
な
伝
染
病
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
最
近
先
進
国
で
は
ほ
と
ん
ど
新
ら
し
い

患
者
の
発
生
が
無
く
な
っ
た
の
で
、
や
や
関
心
が
薄
れ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
ま
た
同
じ
く
急
性
伝
染
病
で
あ
る
ペ
ス
ト
や
コ
レ
ラ
が

過
去
に
お
い
て
惨
禍
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
た
め
に
、
そ
の
疫
史
の
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
の
に
比
し
て
、
ジ
フ
テ
リ
ア
の
疫
史
の
研
究

は
割
合
少
な
い
。

は
じ
め
に

西
洋
、
中
国
、
日
本
の
ジ
フ
テ
リ
ア
史
素
描

そ
の
一
古
代
、
中
世

日
本
医
史
学
雑
誌
第
四
十
一
巻
第
三
号

平
成
七
年
九
月
二
十
日
発
行

中

村 平
成
六
年
八
月
二
十
六
日
受
付

平
成
七
年
三
月
三
十
日
受
理

昭
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ジ
フ
テ
リ
ア
の
歴
史
を
古
代
か
ら
十
九
世
紀
ま
で
記
述
し
て
い
る
。
ま
た
ジ
フ
テ
リ
ア
の
血
清
療
法
を
北
里
柴
三
郎
と
と
も
に
創
始
し
た
く

（
７
）

Ｉ
リ
ン
グ
が
「
ジ
フ
テ
リ
ア
の
歴
史
』
と
い
う
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
自
分
の
血
清
療
法
の
説
明
に
も
大
分
頁
を
費
し
て
い

る
が
、
ジ
フ
テ
リ
ア
の
歴
史
と
し
て
は
十
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
レ
ト
ノ
ー
の
業
績
を
詳
し
く
紹
介
し
、
こ
れ
に
最
大
の
讃
辞
を
呈

ジ
フ
テ
リ
ア
が
古
代
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
ジ
フ
テ
リ
ア
と
い
う
言
葉
は
近
世
ま
で
は
な
か
っ
た
。

（
８
）

ジ
フ
テ
リ
ア
と
い
う
病
名
は
十
九
世
紀
前
半
に
ブ
レ
ト
ノ
ー
が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
病
名
が
一
般
化
し
固
定
化
す
る
ま
で
は

様
々
な
呼
び
方
を
さ
れ
て
い
る
。
最
も
問
題
に
な
っ
た
の
は
咽
頭
ジ
フ
テ
リ
ア
と
喉
頭
ジ
フ
テ
リ
ア
（
ク
ル
ー
プ
）
が
同
じ
疾
患
で
あ
る
か
否

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ブ
レ
ト
ノ
ー
は
こ
の
両
者
は
同
じ
疾
患
で
あ
る
と
断
定
し
て
、
ジ
フ
テ
リ
ア
と
い
う
病
名
を
創
出
し
た
の
で
あ
る

が
、
す
ぐ
に
そ
れ
に
従
わ
な
い
人
も
多
く
、
こ
の
問
題
が
本
当
に
解
決
を
見
る
の
は
結
局
ジ
フ
テ
リ
ア
菌
の
発
見
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か

る
が
、
ジ
フ
テ
リ
ア
の
歴
史
‘

し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

が
、
坐

っ
た
。本

稿
は
西
洋
、
中
国
及
び
日
本
の
文
献
を
で
き
る
だ
け
探
り
、
ジ
フ
テ
リ
ア
の
疾
病
史
を
素
描
し
て
、
今
ま
で
の
知
見
に
い
く
ら
か
補
充

を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
時
代
は
古
代
か
ら
十
九
世
紀
ま
で
、
す
な
わ
ち
大
体
ジ
フ
テ
リ
ア
菌
が
発
見
さ
れ
る
ま
で
と
す
る
。
便
宜

上
古
代
、
中
世
、
近
世
、
近
代
に
区
分
し
て
記
述
し
、
今
回
は
古
代
、
中
世
の
分
を
掲
載
す
る
。
古
代
、
中
世
で
は
相
対
的
に
中
国
の
文
献

の
比
重
が
大
き
く
な
っ
た
。
中
国
の
古
医
書
は
疾
病
史
の
宝
庫
で
あ
る
。

Ｈ
古
代
ギ
リ
シ
ャ
時
代

古
代
に
お
け
る
ジ
フ
テ
リ
ア
の
確
か
な
記
載
は
紀
元
後
二
’
三
世
紀
の
カ
ッ
パ
ド
キ
ァ
（
小
ア
ジ
ア
）
の
ア
レ
タ
ィ
オ
ス
が
最
初
で
あ
る
と

述
べ
る
著
者
が
多
い
が
、
『
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
全
集
」
を
よ
く
読
ん
で
見
る
と
、
か
な
り
ジ
フ
テ
リ
ア
ら
し
い
記
述
を
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
古
代
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述
が
あ
る
。

こ
の
記
述
は
近
代
の
医
学
書
の
ジ
フ
テ
リ
ア
の
症
状
の
記
述
と
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
喉
頭
ジ
フ
テ
リ
ア
で
は
窒
息
発
作
を

何
度
か
起
こ
し
、
そ
れ
か
ら
回
復
す
る
者
も
あ
っ
た
が
、
多
く
は
死
亡
し
た
の
で
あ
る
。
次
の
症
例
は
さ
ら
に
詳
し
い
症
状
と
治
療
法
の
記

こ
の
文
章
の
す
べ
て
が
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
著
作
で
は
な
い
が
、
大
む
ね
紀
元
前
四
世
紀
頃
の
内
容
と
さ
れ
る
。
次
に
引
用
す
る
二
例
な
ど
は

ジ
フ
テ
リ
ア
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ア
ン
ギ
ー
ナ
。
患
者
は
所
謂
ア
ン
ギ
ー
ナ
の
為
に
窒
息
発
作
を
起
す
も
の
で
あ
る
。
病
気
が
専
ら
咽
喉
に
あ
る
が
如
く
見
え
、
唾
液
そ

の
他
の
も
の
の
嚥
下
不
能
と
な
り
、
両
方
の
眼
が
痛
み
、
絞
殺
死
体
の
如
く
突
出
し
て
凝
視
し
、
又
眼
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
く
な

る
。
吃
音
を
起
し
、
頻
回
跳
び
上
り
、
顔
面
及
び
咽
喉
部
に
灼
熱
を
感
ず
る
。
一
見
何
も
無
い
様
に
見
え
る
が
、
視
力
聴
力
共
に
弱
り
、

窒
息
発
作
の
結
果
話
す
こ
と
も
聴
く
こ
と
も
、
亦
歩
行
す
る
こ
と
も
不
能
と
な
り
、
口
を
開
き
流
誕
を
起
し
横
は
っ
て
い
る
。
斯
か
る

状
態
で
患
者
は
五
日
目
、
七
日
目
又
は
八
日
目
に
死
ぬ
。
併
し
之
等
の
徴
候
の
何
ら
か
が
休
止
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
病
が
軽
症
な
る
こ

と
を
示
し
、
こ
れ
を
准
ア
ン
ギ
ー
ナ
と
云
ふ
。
斯
様
な
る
人
に
は
乳
房
以
下
で
刺
絡
を
施
す
。
又
下
腹
を
下
剤
或
は
涜
腸
に
依
っ
て
清

掃
す
る
の
要
が
あ
る
。
顎
に
沿
ふ
て
は
カ
ニ
ュ
ー
レ
を
挿
入
し
て
空
気
を
肺
臓
に
送
り
得
る
様
に
な
し
、
出
来
得
る
だ
け
速
に
喀
出
せ

し
め
て
肺
臓
を
小
さ
く
な
し
、
硫
黄
及
び
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
を
以
て
煙
蒸
す
る
。
之
に
は
管
を
以
て
鼻
孔
を
通
し
て
吸
は
せ
、
そ
し
て
粘

ポ
レ
マ
ル
コ
ス
夫
人
が
冬
ア
ン
ギ
ー
ナ
に
罹
り
、

に
起
る
窒
息
発
作
が
終
っ
た
。
然
し
熱
は
続
い
、

者
の
様
な
音
を
発
し
た
。
第
八
、
九
日
の
夜
に
一

（
９
）

し
て
終
に
患
者
は
死
ん
だ
。

ア
ン
ギ
ー
ナ
に
罹
り
、
咽
喉
の
下
部
に
腫
脹
が
起
り
又
劇
し
き
熱
が
起
っ
た
。
刺
絡
に
よ
っ
て
咽
喉
病
の
為

た
。
然
し
熱
は
続
い
た
。
患
者
は
恰
も
海
か
ら
上
っ
た
潜
水
夫
の
様
な
呼
吸
を
し
、
胸
か
ら
は
所
謂
腹
話
術

第
八
、
九
日
の
夜
に
下
痢
を
起
し
た
。
排
泄
物
は
多
量
で
悪
臭
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
其
後
発
声
困
難
を
起
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こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
様
に
、
絞
殺
さ
れ
る
如
き
症
状
を
呈
す
る
の
が
喉
頭
ジ
フ
テ
リ
ア
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
治
療
は
潟
血
と
涜
腸
が
常

套
手
段
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
咽
喉
の
局
所
に
工
夫
し
て
薬
を
塗
布
し
た
。
な
お
そ
の
ほ
か
に
こ
こ
に
注
目
す
べ
き
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
は

カ
ニ
ュ
ー
レ
で
肺
に
空
気
を
送
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
気
管
切
開
を
し
て
カ
ニ
ュ
ー
レ
を
挿
入
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
近
代
に

（
Ⅱ
）

お
い
て
も
ジ
フ
テ
リ
ア
で
窒
息
症
状
が
現
れ
る
と
、
成
功
率
は
低
か
っ
た
が
起
死
回
生
の
手
段
と
し
て
気
管
切
開
が
行
わ
れ
た
。
ヒ
ル
シ
ュ

に
よ
れ
ば
、
気
管
切
開
の
最
も
古
い
記
録
は
紀
元
前
一
世
紀
頃
ロ
ー
マ
で
活
躍
し
た
ギ
リ
シ
ャ
系
の
医
師
の
ァ
ス
ク
レ
ピ
ァ
デ
ス
に
よ
る
も

の
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
『
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
全
集
」
の
記
載
の
方
が
古
く
、
ア
ス
ク
レ
ピ
ア
デ
ス
は
古
く
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
で
行
わ
れ
て

い
た
こ
の
手
技
を
ロ
ー
マ
で
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
通
）

ブ
レ
ト
ノ
ー
に
よ
れ
ば
、
ジ
フ
テ
リ
ア
は
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
よ
り
も
さ
ら
に
古
く
、
ホ
メ
ロ
ス
に
近
い
時
代
に
エ
ジ
プ
ト
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
に

入
っ
て
来
て
、
そ
の
為
に
ギ
リ
シ
ャ
で
は
エ
ジ
プ
ト
病
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
。

次
に
時
代
は
下
る
が
、
古
代
ロ
ー
マ
の
植
民
地
と
な
っ
た
小
ア
ジ
ア
で
紀
元
後
二
’
三
世
紀
に
活
躍
し
た
ギ
リ
シ
ャ
人
系
の
医
師
の
ア
レ

タ
イ
オ
ス
が
こ
の
病
気
に
つ
い
て
詳
し
い
記
述
を
残
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
こ
の
病
気
は
エ
ジ
プ
ト
や
シ
リ
ア
が
気
候
的
条
件
に
よ
っ
て

多
く
、
そ
の
為
に
エ
ジ
プ
ト
潰
瘍
ま
た
は
シ
リ
ア
潰
瘍
（
咽
頭
の
潰
瘍
で
あ
る
）
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
。
ア
レ
タ
イ
オ
ス
の
こ
の
病
気
に
関
す

古
代
ロ
ー
マ
で
は
、
こ
の
病
気
は
行

（
凪
）

っ
て
来
た
と
思
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。

口
古
代
ロ
ー
マ
時
代

古
代
ロ
ー
マ
で
は
、
こ
の
病
気
は
紀
元
前
三
世
紀
の
第
二
ポ
エ
ニ
戦
役
（
ハ
ン
ニ
バ
ル
戦
争
）
の
時
に
ロ
ー
マ
軍
が
ア
フ
リ
カ
か
ら
持
ち
帰

液
を
排
泄
す
る
の
で
あ
る
。
咽
喉
及
舌
に
は
粘
液
を
排
泄
す
る
と
こ
ろ
の
薬
を
塗
布
し
、
而
し
て
舌
の
下
に
あ
る
血
管
を
潟
血
し
、
肘

（
川
）

部
も
亦
潟
血
す
る
が
、
之
は
患
者
の
力
の
強
い
場
合
に
限
る
。
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あ
る
。

る
記
述
を
次
に
引
用
す
る
。

次
に
ア
レ
タ
イ
オ
ス
が
こ
の
病
気
の
治
療
に
つ
い
て
記
述
し
た
部
分
を
引
用
す
る
。
潟
血
と
涜
腸
が
主
体
で
、
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
時
代
と

あ
ま
り
変
り
が
な
い
。
し
か
し
実
は
そ
れ
所
で
は
な
く
、
潟
血
と
涜
腸
は
こ
の
後
も
十
九
世
紀
前
半
ま
で
多
く
の
疾
患
に
盛
ん
に
行
わ
れ
た

扁
桃
周
囲
の
潰
瘍
に
つ
い
て

扁
桃
に
生
じ
る
潰
瘍
の
あ
る
も
の
は
通
常
の
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
軽
症
で
無
害
で
あ
る
。
し
か
し
他
の
通
常
で
な
い
も
の
は
悪
疫
の

性
質
を
持
ち
、
致
命
的
と
な
る
。
き
れ
い
で
小
さ
く
、
表
面
的
で
炎
症
が
な
く
、
痛
み
が
な
い
も
の
は
軽
症
で
あ
る
。
し
か
し
堅
く
て

凹
み
が
あ
り
、
臭
く
、
白
い
黒
い
ま
た
は
青
黒
い
凝
固
物
に
覆
わ
れ
て
い
る
も
の
は
悪
疫
性
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
病
変
が
口

腔
の
方
へ
拡
が
り
、
口
蓋
垂
に
達
し
て
そ
れ
を
裂
い
た
り
、
あ
る
い
は
舌
や
歯
肉
や
歯
槽
に
達
す
れ
ば
、
歯
も
ゆ
る
み
黒
く
な
る
。
そ

し
て
炎
症
は
頸
部
を
侵
す
。
か
く
し
て
こ
れ
ら
の
患
者
は
炎
症
と
熱
と
悪
臭
と
食
物
の
欠
乏
に
よ
り
数
日
以
内
に
死
亡
す
る
。
し
か
し

も
し
病
気
が
気
管
を
通
っ
て
胸
部
に
拡
が
れ
ば
一
日
以
内
に
窒
息
に
よ
っ
て
死
亡
す
る
こ
と
が
あ
る
。

ま
こ
と
に
正
確
な
記
述
で
あ
る
。
初
め
に
悪
性
ジ
フ
テ
リ
ア
と
他
の
咽
頭
炎
と
を
区
別
し
な
が
ら
述
べ
、
最
後
に
そ
れ
が
喉
頭
か
ら
気
管

に
拡
が
る
場
合
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
喉
頭
ジ
フ
テ
リ
ア
に
な
れ
ば
、
実
際
に
一
’
二
日
で
死
亡
す
る
こ
と
は
珍
ら
し
く
な
か
っ
た
の
で

の
で
あ
る
。

（
巧
）

口
蓋
垂
周
辺
疾
患
の
治
療

口
蓋
垂
周
辺
の
疾
患
の
あ
る
も
の
は
切
開
に
よ
り
治
療
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
急
性
疾
患
と
し
て
治
療
す
る
必
要

が
あ
る
。
何
故
な
ら
彼
等
の
あ
る
も
の
は
窒
息
と
呼
吸
困
難
に
よ
っ
て
速
か
に
死
に
至
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
患
者
が
若
け
れ
ば
我
々

は
肘
静
脈
を
切
開
し
、
通
常
よ
り
も
多
量
に
潟
血
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
い
わ
ば
絞
首
に
よ
る
窒
息
か

（
Ｍ
）
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ま
ず
喉
痒
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
え
て
見
る
。
陣
と
は
塞
が
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
す
る
注
釈
家
が
多
く
、
喉
痒
に
ジ
フ
テ
リ
ア
が
含

（
Ⅳ
）

ま
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
「
素
問
』
か
ら
喉
痒
の
用
例
を
い
く
つ
か
抽
出
し
て
見
る
と
、
ま
ず
「
第
七
篇
陰
陽
別
論
」
に
「
一

（
略
）

陰
一
陽
結
す
、
こ
れ
を
喉
痒
と
謂
う
」
と
あ
り
、
「
第
三
十
八
篇
咳
論
」
に
は
「
喉
中
介
介
、
梗
状
の
如
し
、
甚
だ
し
け
れ
ば
則
ち
咽
腫
れ
喉

（
四
）

陣
す
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
第
七
十
四
篇
至
真
大
要
論
」
に
は
「
嘔
逆
し
喉
痒
し
、
頭
痛
し
晦
腫
る
」
な
ど
と
あ
る
。

（
鋤
）

そ
し
て
「
第
四
十
三
篇
痒
論
」
で
は
『
素
問
』
自
身
が
痒
の
解
説
を
し
「
所
謂
庫
は
各
々
其
の
時
、
風
寒
湿
の
気
に
重
く
感
ず
る
を
以
て

問
』
に
は
喉

え
ら
れ
る
。

日
古
代
中
国
、
戦
国
秦
漢
時
代

中
国
の
医
書
で
最
高
の
古
典
は
『
黄
帝
内
経
」
で
あ
る
。
黄
帝
は
伝
説
上
の
人
物
で
あ
る
が
、
現
在
の
『
内
経
』
は
『
素
問
」
と
「
霊
枢
」

に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
成
立
を
異
に
し
、
い
ず
れ
も
戦
国
時
代
か
ら
前
漢
の
間
に
で
き
上
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
素

国
に
は
喉
痒
と
い
う
病
名
、
『
霊
枢
」
に
は
喉
痒
、
猛
疽
、
天
疽
と
い
う
病
名
が
現
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
大
体
ジ
フ
テ
リ
ア
の
こ
と
と
考

（
船
）

富
士
川
は
「
日
本
医
学
史
』
の
疾
病
史
の
一
項
に
ジ
フ
テ
リ
ア
を
あ
げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

カ
ッ
ピ
ン
グ
と
は
血
液
を
吸
引
し
て
そ
こ
に
集
め
て
、
潟
血
と
同
じ
効
果
を
狙
う
も
の
で
あ
る
。

中
古
以
前
ニ
ァ
リ
テ
ハ
、
コ
ノ
症
ハ
急
喉
痒
・
喘
病
・
猛
疽
等
ノ
名
称
ノ
下
二
、
他
ノ
咽
喉
諸
病
卜
混
渚
セ
ラ
レ
タ
リ
。
而
カ
モ
咽
喉

二
義
膜
ヲ
生
ジ
、
急
速
二
呼
吸
困
難
ヲ
起
シ
、
ソ
ノ
症
険
悪
ナ
ル
病
ノ
殊
二
小
児
二
多
ク
発
ス
ル
コ
ト
ハ
素
問
・
霊
枢
以
来
、
既
二
医

家
ノ
知
悉
ス
ル
ト
コ
ロ
タ
ル
ヤ
明
カ
ナ
リ
。

ら
救
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
初
め
は
ゆ
る
い
涜
腸
を
、
後
に
は
き
び
し
い
涜
腸
を
く
り
返
し
行
う
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
も
し
窒
息
が
さ
し
迫
っ
て
い
れ
ば
、
後
頭
部
と
胸
部
に
乱
切
を
加
え
て
カ
ッ
ピ
ン
グ
を
施
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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（
皿
）

也
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
明
代
の
注
釈
家
の
呉
嶋
は
「
痒
と
は
気
が
流
れ
行
か
ず
し
て
凝
結
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
塊
）

わ
が
国
の
江
戸
時
代
後
期
の
考
証
派
の
医
家
で
あ
る
多
紀
元
簡
の
「
素
問
識
」
で
は
こ
の
「
第
四
十
三
痒
論
篇
」
で
多
く
の
注
釈
家
の
意

見
を
紹
介
し
、
癖
に
は
四
義
あ
り
、
そ
の
一
つ
は
閉
塞
の
義
で
あ
り
、
喉
痒
の
場
合
は
そ
れ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
一

義
的
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
を
総
合
し
て
考
え
れ
ば
、
痒
と
は
各
々
の
器
官
の
気
の
流
通
が
結
し
て
、
本
来
の
機
能
を
し
な
く
な
っ
た
状
態
と
見
て
よ
い
の
で

は
な
い
か
。
故
に
喉
痒
と
い
う
の
も
咽
喉
の
働
き
が
失
わ
れ
、
そ
の
中
に
は
閉
塞
す
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
認
）
（
型
）

次
に
『
霊
枢
一
で
も
「
第
十
経
脈
篇
」
な
ど
に
喉
痒
と
い
う
言
葉
は
出
て
来
る
が
、
こ
こ
で
は
「
第
八
十
一
感
疽
篇
」
の
中
の
猛
疽
と
天

次
に
『
霊
枢
』
で
も

疽
の
部
分
を
引
用
す
る
。

岐
伯
曰
く
、
綴
の
晦
中
に
発
す
る
、
名
づ
け
て
猛
疽
と
日
う
、
猛
疽
治
せ
ざ
れ
ば
化
し
て
膿
と
為
る
、
膿
嶌
せ
ざ
れ
ば
咽
を
塞
ぎ
、
半

す
で

日
に
死
す
。
其
の
化
し
て
膿
と
為
る
者
は
寓
し
て
則
ち
永
實
を
合
し
、
冷
食
せ
し
む
。
三
日
已
に
頸
に
発
す
る
。
名
づ
け
て
天
疽
と
日

う
、
其
の
廠
大
に
し
て
以
て
赤
黒
し
、
急
ぎ
治
せ
ざ
れ
ば
則
ち
熱
淵
液
に
下
り
入
り
、
前
は
任
脈
を
傷
り
、
内
は
肝
肺
を
薫
じ
、
肝
肺

を
薫
ず
る
こ
と
十
余
日
に
し
て
死
す
。

こ
こ
で
「
嶌
」
と
い
う
字
は
潟
血
の
潟
と
同
じ
で
、
こ
の
場
合
は
排
膿
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
切
開
排
膿
し
た
後
に
軟
膏
を
つ
け
、
冷
た

い
食
事
を
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
「
膿
嶌
せ
ざ
れ
ば
咽
を
塞
ぎ
半
日
に
死
す
」
と
い
う
の
は
気
道
を
閉
塞
す
る
こ
と
を
言
っ

（
坊
）

て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の
部
位
を
嘘
と
も
咽
と
も
書
い
て
少
し
混
乱
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
多
紀
元
簡
は
「
霊
枢
識
』
で
次
の
よ
う

に
考
察
し
て
い
る
。

簡
案
ず
る
に
、
説
文
に
塩
は
咽
也
と
い
う
、
こ
れ
鳴
を
食
道
と
為
す
、
然
る
に
本
文
言
う
、
嘘
を
塞
げ
ば
半
日
に
て
死
す
と
、
則
ち
嘘

は
気
道
た
る
や
明
ら
か
な
り
。
王
氏
準
縄
云
う
、
結
喉
癖
、
一
名
喉
擁
、
霊
枢
名
づ
け
て
猛
疽
と
日
う
、
其
の
勢
毒
猛
烈
畏
る
べ
き
を
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喉
が
癖
す
と
い
う
の
は
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
機
能
障
害
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。
従
っ
て
後
の
「
喉
咽
利
せ
ず
」
と
同
じ
よ
う

な
こ
と
で
あ
る
。
厭
と
か
厭
逆
と
い
う
の
は
体
温
が
急
激
に
下
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
気
道
の
閉
塞
に
よ
っ
て
そ
う
な
っ
た
と
考

（
沁
）

次
に
後
漢
の
張
仲
景
の
「
傷
寒
論
」
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
書
は
ま
た
「
傷
寒
雑
病
論
」
と
も
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
雑
病
部
分
は

失
わ
れ
た
と
か
、
ま
た
「
金
置
要
略
』
が
そ
れ
で
あ
る
と
か
い
う
意
見
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
私
は
『
傷
寒
論
」
は
「
傷
寒
」
の
こ

（
”
）

と
だ
け
を
論
じ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
感
染
症
（
雑
病
）
の
こ
と
も
同
時
に
論
じ
た
の
だ
と
い
う
、
清
の
何
琴
の
見
解
に
従
う
。
こ
の
書

は
「
傷
寒
」
の
こ
と
だ
け
を
論
じ
た
の
で
も
な
く
、
ま
た
抽
象
的
な
熱
病
の
総
論
で
も
な
く
、
熱
病
の
各
論
を
三
陰
三
陽
と
い
う
枠
で
整
理

し
て
述
べ
な
が
ら
、
熱
病
論
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
し
か
し
今
こ
こ
で
そ
の
議
論
に
立
ち
入
る
つ
も
り
は
な
く
、
た
だ
こ
の

中
に
ジ
フ
テ
リ
ア
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
と
す
る
。

（
郡
）

ま
ず
『
傷
寒
論
」
の
「
弁
厭
陰
病
豚
証
井
治
」
の
中
の
次
の
二
つ
の
文
章
は
ジ
フ
テ
リ
ア
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
。

以
て
な
り
。
簡
案
ず
る
に
、
天
疽
は
両
耳
後
左
右
頸
上
に
発
す
。
志
云
う
、
頸
乃
ち
手
足
少
陽
陽
明
、
血
道
循
行
の
分
部
是
な
り
、
蓋

し
其
の
毒
烈
し
く
、
人
を
し
て
横
天
せ
し
む
、
故
に
天
疽
と
名
づ
く
る
也
。

こ
れ
を
見
る
と
猛
疽
が
喉
頭
ジ
フ
テ
リ
ア
で
、
天
疽
が
咽
頭
ジ
フ
テ
リ
ア
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
「
天
」
は
幼
く
し
て
死
ぬ
こ
と
で
あ

る
。
元
簡
は
「
天
疽
は
両
耳
後
左
右
頸
上
に
発
す
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
悪
性
の
咽
頭
ジ
フ
テ
リ
ア
の
場
合
、
顎
下
や
頸
部
の
リ
ン

パ
節
が
著
明
に
腫
脹
す
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

傷
寒
先
ず
厭
し
、
後
発
熱
、
下
利
必
ず
自
ら
止
り
、
而
し
て
反
っ
て
汗
出
、
咽
中
痛
む
者
は
、

傷
寒
六
七
日
、
大
い
に
下
せ
し
後
、
寸
豚
沈
に
し
て
遅
、
手
足
厭
逆
し
、
下
部
に
豚
至
ら
ず
、

ら
止
ら
ざ
る
者
は
難
治
と
為
す
。
麻
黄
升
麻
湯
之
を
主
る
。

其
の
喉
を
痒
と
為
す
。

喉
咽
利
せ
ず
、
膿
血
を
吐
き
、
泄
利
自
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え
ら
れ
る
。

（
鋤
）

次
に
「
弁
少
陰
病
肺
証
井
治
」

少
陰
病
、
下
利
し
、
咽
痛
み
、
胸
満
ち
、
心
煩
す
る
は
、
猪
膚
湯
之
を
主
る
。

い

少
陰
病
二
三
日
、
咽
痛
む
者
は
甘
草
湯
を
与
う
べ
し
。
差
え
ざ
れ
ば
桔
梗
湯
を
与
う
。

少
陰
病
、
咽
中
傷
み
、
瘡
を
生
じ
、
語
言
す
る
能
わ
ず
、
声
出
ざ
る
者
は
、
苦
酒
湯
之
を
主
る
。

経
絡
説
に
よ
る
解
釈
で
は
、
少
陰
経
は
咽
喉
に
絡
ん
で
い
る
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
別
と
し
て
「
咽
中
瘡
を
生
じ
」
と
は
ジ
フ
テ
リ
ア

の
偽
膜
の
可
能
性
が
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
ジ
フ
テ
リ
ア
は
咽
喉
部
や
口
腔
粘
膜
に
ま
で
厚
い
偽
膜
を
生
ず
る
の
が
特
徴
で
あ

る
が
、
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
瘡
を
生
じ
」
と
い
う
の
も
単
な
る
扁
桃
腺
炎
や
舌
苔
と
は
思
わ
れ
な
い
。

ま
た
「
胸
満
ち
、
心
煩
す
る
」
は
空
気
の
不
足
で
心
肺
が
苦
し
い
様
子
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
気
道
の
狭
窄
が
極
度
に
な
れ
ば
窒
息
死
す

る
の
で
あ
る
が
、
次
の
文
章
は
そ
の
死
証
を
述
べ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

少
陰
病
、
吐
き
利
し
、
躁
煩
し
、
四
逆
す
る
者
は
死
す
。

少
陰
病
、
下
利
止
り
、
頭
眩
し
、
時
々
自
ら
冒
す
る
者
は
死
す
。

躁
煩
と
い
う
の
は
、
ジ
フ
テ
リ
ア
で
呼
吸
が
苦
し
く
な
る
と
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
似
て
い
る
。
四
逆
と
は
四

肢
の
厭
冷
で
あ
る
。
頭
眩
や
自
冒
は
窒
息
に
よ
る
脳
の
低
酸
素
症
状
と
も
考
え
ら
れ
る
。
傷
寒
の
太
陽
病
や
陽
明
病
な
ど
で
は
死
証
の
記
述

が
あ
ま
り
な
く
、
少
陰
病
で
死
証
の
記
述
が
多
い
の
は
、
過
去
の
ジ
フ
テ
リ
ア
の
死
亡
率
の
高
さ
を
考
え
れ
ば
当
然
と
も
い
え
る
。

し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
で
断
定
で
き
る
の
で
は
な
く
、
「
傷
寒
論
」
の
少
陰
病
に
は
ジ
フ
テ
リ
ア
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
、

し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
｝

後
考
を
待
つ
の
で
あ
る
。

少少少
陰陰陰
病病病
、、、

吐
き
利
し
、
躁
煩
↑

下
利
止
り
、
頭
眩
‐

息
高
き
者
は
死
す
。

の
中
で
ジ
フ
テ
リ
ア
と
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
文
章
を
三
つ
あ
げ
る
。
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中
世
の
ア
ラ
ビ
ア
や
西
欧
の
医
師
の
著
作
で
は
、
悪
性
型
の
咽
喉
頭
炎
（
ア
ン
ギ
ー
ナ
）
に
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
時
に

は
致
命
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
当
然
ジ
フ
テ
リ
ア
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
他
の
ペ
ス
ト
、
チ
フ
ス
、
天
然
痘
な
ど

の
随
伴
症
状
と
し
て
の
咽
喉
頭
炎
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
年
代
記
作
者
は
も
う
少
し
は
っ
き
り
し
た
記
録
を
残
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
バ
ロ
ニ

ゥ
ス
は
西
暦
八
五
六
年
に
、
ロ
ー
マ
に
お
い
て
咽
喉
を
閉
塞
し
て
人
を
死
に
至
ら
し
め
る
悪
疫
が
流
行
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
一

○
○
四
年
に
は
咽
喉
に
炎
症
（
カ
タ
ル
）
が
下
っ
て
気
道
を
塞
ぎ
、
人
を
無
残
に
死
な
せ
る
病
の
流
行
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ジ
フ

テ
リ
ア
と
考
え
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
ケ
ド
レ
ヌ
ス
は
、
一
○
三
九
年
に
ビ
ザ
ン
チ
ン
帝
国
の
い
く
つ
か
の
地
方
で
×
ご
冒
登
禽
暑
と
い
う
流
行
病
が
あ
り
、
死
亡
率
が
高
か

っ
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。
ｘ
冒
目
禽
暑
は
ギ
リ
シ
ャ
語
で
、
ラ
テ
ン
語
の
ア
ン
ギ
ー
ナ
に
相
当
し
、
咽
喉
頭
炎
の
こ
と
で
あ
る
。
先
の
『
ヒ

ポ
ク
ラ
テ
ス
全
集
』
の
訳
で
は
ア
ン
ギ
ー
ナ
と
い
う
訳
語
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
ギ
リ
シ
ャ
で
は
×
§
登
禽
ご
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ビ
ザ
ン
チ
ン
帝
国
で
は
中
世
ま
で
ギ
リ
シ
ャ
語
が
使
わ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
一
三
八
九
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
種
の
ア
ン
ギ
ー
ナ
が
流
行
し
、
多
く
の
子
供
が
死
ん
だ
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
こ
れ
も
お
そ

お

く
0

大
体
紀
元
後
六
世
紀
か
ら
十
五
世
紀
ま
で
を
中
世
と
す
る
。

Ｈ
中
世
ョ
－
ロ
ッ
パ

西
洋
の
中
世
の
文
献
の
原
典
は
入
手
が
困
難
で
あ
る
が
、

一

中

世

（
鋤
）

ヒ
ル
シ
ュ
の
著
述
の
ジ
フ
テ
リ
ア
の
項
か
ら
引
用
し
て
大
体
の
こ
と
を
記
し
て
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ら
く
ジ
フ
テ
リ
ア
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
主
と
し
て
子
供
が
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
大
人
に
は
既
に
免
疫
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
こ
う
い
う

所
は
そ
の
伝
染
病
の
弥
漫
地
帯
な
の
で
あ
る
。
な
お
、
ジ
フ
テ
リ
ア
は
世
界
の
ど
こ
で
も
近
代
に
至
る
ま
で
主
と
し
て
子
供
の
病
気
で
あ
っ

た
。

口
晴
唐
時
代
及
び
平
安
時
代

中
国
の
文
献
で
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
古
代
か
ら
ジ
フ
テ
リ
ア
と
思
わ
れ
る
記
載
が
あ
る
が
、
中
世
に
お
い
て
も
お
そ
ら
く
確
実
な
ジ

フ
テ
リ
ア
の
記
述
が
多
数
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
中
国
医
学
を
導
入
し
た
日
本
で
も
そ
の
記
録
が
認
め
ら
れ
る
。（

例
）

ま
ず
晴
で
は
『
諸
病
源
候
論
」
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
医
書
が
あ
り
、
そ
の
傷
寒
病
篇
に
は
「
傷
寒
咽
喉
痛
候
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
小

（
犯
）
（
認
）

児
病
篇
に
は
「
喉
陣
候
」
と
「
馬
痒
候
」
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
ジ
フ
テ
リ
ア
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
次
に
引
用
す
る
。

傷
寒
咽
喉
痛
候

傷
寒
病
、
経
を
過
ぎ
て
愈
え
ず
、
豚
反
っ
て
沈
遅
、
手
足
厭
逆
す
る
者
は
、

や
ど客

り
、
毒
気
上
に
薫
じ
、
故
に
咽
喉
利
せ
ず
、
或
は
痛
み
て
瘡
を
生
ず
。

喉
痒
候

喉
痒
、
是
れ
風
毒
の
気
、
咽
喉
の
間
に
客
り
、
気
血
と
相
傳
ち
、
而
し
て
腫
を
結
し
て
塞
ぎ
、

し
毒
心
に
入
れ
ば
、
心
即
ち
煩
悶
慎
儂
し
、
堪
え
忍
ぶ
べ
か
ら
ず
、
此
く
の
如
き
者
は
死
す
。

馬
痒
候

馬
痒
、
喉
痒
と
相
似
る
。
亦
是
れ
風
熱
毒
気
、
咽
喉
頷
頬
の
間
に
客
り
、

腫
れ
、
頬
下
に
連
り
、
喉
内
の
腫
れ
に
応
じ
て
痛
み
塞
ぎ
、
水
漿
下
ら
ず

血
気
と
相
榑
ち
、
腫
を
結
聚
し
痛
む
。
其
の
状
、
頷
下
よ
り

、
甚
し
き
は
膿
潰
す
。
毒
若
し
心
を
攻
め
れ
ば
、
則
ち
心
煩

此
れ
下
部
に
豚
至
ら
ず
、
陰
陽
隔
絶
し
、
邪
少
陰
の
絡
に

飲
粥
下
ら
ず
、
乃
ち
膿
血
を
成
す
。
若
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し
ば
し
ば

喉
痒
深
く
腫
れ
頬
に
連
な
り
気
を
吐
く
数
な
る
者
馬
喉
痒
と
名
づ
く

喉
頭
ジ
フ
テ
リ
ア
で
は
呼
吸
困
難
と
と
も
に
発
声
不
能
に
な
る
が
、
そ
れ
を
語
る
を
得
ず
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
悪
性
の
咽
頭

ジ
フ
テ
リ
ア
で
は
懸
塞
垂
（
口
蓋
垂
）
が
著
明
に
腫
脹
す
る
の
で
、
そ
れ
が
懸
癖
と
い
う
病
名
に
も
な
っ
た
。
ま
た
こ
こ
で
は
喉
瘤
の
重
症
（
奔

こ
の
三
種
の
文
章
は
少
し
ず
つ
観
点
が
違
う
が
、
実
体
は
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
「
傷
寒
咽
喉
痛
候
」
は
も
ち
ろ
ん
『
傷

寒
論
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
「
喉
痒
候
」
「
馬
痒
候
」
は
さ
ら
に
具
体
的
な
記
述
と
な
り
、
「
馬
痘
候
」
で
は
顎
下
と
頬
部
が
腫
脹
す
る
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
。
「
若
し
毒
心
に
入
れ
ば
云
々
」
と
い
う
の
は
、
近
代
医
学
が
教
え
る
よ
う
に
ジ
フ
テ
リ
ア
菌
の
毒
素
が
心
筋
を
侵
す
こ

と
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
古
人
の
慧
眼
に
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
。

ば
く

次
に
暗
に
続
く
初
唐
の
時
代
に
孫
思
迩
が
「
千
金
方
』
と
い
う
大
著
を
書
い
た
。
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
に
知
ら
れ
た
処
方
の
集
大
成
と
い
う

（
抑
）

性
質
の
著
作
で
あ
り
、
疾
病
の
説
明
も
簡
単
に
つ
い
て
い
る
。
ジ
フ
テ
リ
ア
と
関
係
の
あ
る
の
は
巻
六
の
喉
病
の
項
で
あ
る
が
、
様
々
な
所

か
ら
引
用
し
た
処
方
集
な
の
で
使
用
さ
れ
て
い
る
病
名
ま
た
は
症
候
名
は
一
定
し
て
い
な
い
。
そ
の
中
で
次
の
よ
う
な
も
の
は
ジ
フ
テ
リ
ア

を
表
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

喉
腫
れ
痛
み
風
毒
心
胸
を
衝
く

懸
癖
咽
熱
し
暴
か
に
腫
れ
長
し

懸
癖
咽
中
息
肉
を
生
じ
舌
腫
る

さ
わ

喉
腫
れ
胸
脇
支
り
満
つ

卒
か
に
喉
陣
し
語
る
を
得
ず

喉
朧
腫
れ
塞
が
り
神
気
通
ぜ
ず

澳
悶
し
、
死
を
致
す
。
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馬
型
）
の
も
の
を
馬
喉
痒
と
い
っ
て
い
る
。

実
な
の
で
、
他
の
得

は
っ
き
り
し
な
い
。

わ
が
国
で
は
飛
鳥
奈
良
時
代
以
来
晴
唐
文
化
の
摂
取
に
努
め
、
医
学
の
領
域
で
は
平
安
時
代
の
中
期
、
永
観
二
年
（
九
八
四
年
）
に
丹
波
康

（
弱
）
（
粥
）

頼
が
晴
唐
医
学
の
集
大
成
と
い
う
べ
き
『
医
心
方
』
を
撰
述
し
た
。
『
医
心
方
』
の
巻
五
に
は
、
第
七
十
治
喉
痒
方
、
第
七
十
一
治
馬
痒
方
と

い
う
項
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
病
源
候
論
』
「
千
金
方
」
『
葛
氏
方
』
等
の
引
用
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
以
て
当
時
の
日
本
に
こ
の
病
気
が
存
在

し
た
証
拠
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

し
か
し
康
頼
は
『
医
心
方
」
の
撰
述
に
当
っ
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
応
用
を
配
慮
し
て
文
献
や
疾
患
を
選
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ

う
い
う
項
目
が
あ
る
こ
と
は
こ
の
病
気
が
日
本
に
あ
っ
た
一
つ
の
傍
証
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

さ
て
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
中
国
に
は
古
く
か
ら
ジ
フ
テ
リ
ア
が
存
在
し
た
と
考
え
て
間
違
い
が
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
わ
が
国

で
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
わ
が
国
と
中
国
大
陸
と
は
古
く
か
ら
交
流
が
あ
り
、
痘
瘡
は
飛
鳥
奈
良
時
代
に
お
い
て
伝
わ
っ
て
来
た
こ
と
は
確

実
な
の
で
、
他
の
伝
染
病
も
伝
わ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
中
国
の
よ
う
に
古
く
か
ら
確
か
な
記
録
が
な
い
の
で

日
宋
時
代
及
び
鎌
倉
時
代

（
訂
）

中
国
で
は
唐
が
滅
び
て
五
代
、
末
と
な
る
が
、
北
宋
の
『
和
剤
局
方
」
に
は
喉
痩
並
び
に
喉
閉
塞
と
い
う
項
目
で
、
こ
の
病
気
の
為
の
処

方
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
わ
が
国
の
鎌
倉
時
代
の
梶
原
性
全
の
『
万
安
方
』
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
そ
の
う
ち
「
如

（
鵠
）

聖
湯
」
の
説
明
を
「
万
安
方
』
の
和
訓
に
よ
っ
て
間
接
的
に
引
用
し
て
見
る
。

ノ
ン
ト

フ
サ

風
熱
毒
気
上
り
、
咽
喉
ヲ
攻
メ
、
咽
痛
ミ
、
喉
痒
レ
腫
し
ま
ガ
リ
、
妨
悶
シ
、
及
ビ
肺
塞
、
欽
嗽
略
疾
、
胸
満
チ
、
振
寒
シ
、
咽
乾
イ

テ
渇
セ
ズ
、
時
二
濁
沫
ヲ
出
シ
、
気
息
腱
臭
ク
、
久
々
卜
膿
ヲ
吐
ク
状
、
米
粥
ノ
如
キ
ヲ
治
ス
。
又
傷
寒
ノ
咽
痛
ム
ヲ
治
ス
。
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（
判
）
（
枢
）

次
に
南
宋
の
『
三
因
方
」
の
「
解
毒
雄
黄
円
」
の
項
を
「
頓
医
抄
」
の
和
訳
に
よ
っ
て
間
接
引
用
す
る
。
南
宋
の
頃
に
な
る
と
「
纒
喉
風
」

と
い
う
新
ら
し
い
病
名
が
出
て
来
る
。

あ
る
。 こ

の
「
如
聖
湯
」
は
先
に
『
傷
寒
論
」
の
少
陰
病
の
所
で
引
用
し
た
桔
梗
湯
と
同
じ
で
名
前
を
変
え
た
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
説
明

で
「
又
傷
寒
ノ
咽
痛
ム
ヲ
治
ス
」
と
書
い
て
い
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
た
だ
し
「
傷
寒
」
と
い
う
言
葉
は
そ
の
概
念
が
か
な
り
あ
い
ま
い
で
、

一
般
の
熱
病
と
い
う
意
味
で
使
う
こ
と
が
多
い
。

（
調
）

ま
た
性
全
は
和
文
の
医
書
「
頓
医
抄
」
で
も
こ
の
「
如
聖
湯
」
を
紹
介
し
、
そ
の
コ
メ
ン
ト
と
し
て
「
此
ノ
薬
キ
ワ
メ
テ
シ
ル
シ
ア
リ
、

ョ
ノ
ッ
ネ
ニ
ア
マ
ネ
ク
コ
レ
ヲ
用
ウ
ナ
リ
」
と
書
い
て
い
る
。

（
卯
）

次
に
同
じ
く
『
和
剤
局
方
」
の
「
吹
喉
散
」
の
項
を
「
万
安
方
」
の
訓
に
よ
っ
て
間
接
引
用
す
る
。

神
思
昏
悶
と
は
窒
息
に
よ
っ
て
意
識
も
絶
え
絶
え
の
様
子
を
表
わ
し
て
い
る
。
咽
喉
の
中
に
管
で
薬
を
吹
き
入
れ
る
の
も
面
白
い
方
法
で

纒
喉
風
ト
テ
、
ノ
ン
ト
ヲ
ナ
ワ
ニ
テ
ク
ピ
ル
ョ
ウ
ニ
オ
ボ
エ
テ
ッ
マ
リ
イ
タ
ミ
、
及
ニ
ワ
カ
ニ
ノ
ン
ト
ハ
レ
テ
タ
オ
レ
フ
シ
テ
声
ウ
セ

テ
モ
ノ
云
ウ
コ
ト
ァ
タ
ワ
ザ
ル
ヲ
治
ス
。
牙
ク
イ
ッ
メ
、
人
ヲ
見
ル
コ
ト
ア
タ
ワ
ズ
、
ヒ
ト
エ
ニ
中
風
ノ
如
ク
、
或
ハ
ム
ネ
ま
り
熱
シ
、

三
焦
大
熱
、
口
舌
瘡
ヲ
生
ジ
、
咽
喉
腫
し
ま
ガ
リ
、
神
思
昏
悶
ス
ル
ヲ
治
シ
、
喉
揮
並
ピ
ニ
能
ク
之
ヲ
治
ス
。

麻
黄
一
両
、
芒
消
八
両
、
青
黛
一
両
半
（
中
略
）

喉
中
腫
痛
シ
、
咽
中
塞
ガ
リ
、
気
ヲ
通
ゼ
ザ
レ
バ
、
筆
管
ヲ
以
テ
薬
半
銭
ヲ
入
し
、
カ
ヲ
用
イ
テ
喉
中
二
吹
キ
入
レ
ョ
、
立
ド
コ
ロ
ニ

効
ア
ラ
ザ
ル
ハ
ナ
シ
。

ア
ブ

桔
梗
一
両
、
甘
草
二
両
、
炎
し
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性
全
は
「
頓
医
抄
」
で
も
『
万
安
方
」
で
も
自
験
例
や
他
の
日
本
人
の
症
例
に
つ
い
て
は
全
く
述
べ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
今
ま
で
に

示
し
た
書
き
ぶ
り
を
見
る
と
実
際
に
こ
の
病
気
を
診
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
鎌
倉
時
代
前
期
の
藤
原
定
家
の
日
記
「
明
月
記
』
に
ジ
フ
テ
リ
ア
ら
し
い
症
状
の
記
載
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
す
る
。
定
家
は
梶
原
性

全
よ
り
も
古
い
人
で
あ
る
。
「
明
月
記
』
は
も
ち
ろ
ん
医
書
で
は
な
い
が
、
実
際
に
見
聞
し
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
資
料
的
価

値
は
か
え
っ
て
高
い
と
も
言
え
る
。
し
か
も
、
喉
頭
ジ
フ
テ
リ
ア
ら
し
い
も
の
と
咽
頭
ジ
フ
テ
リ
ア
ら
し
い
も
の
と
二
箇
所
あ
る
。

『
明
月
記
」
は
変
則
的
な
和
様
漢
文
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
書
き
下
し
文
と
し
、
振
り
仮
名
を
つ
け
、
少
し
の
注
を
（
）
内
に
つ

け
る
。
割
注
で
入
っ
て
い
る
の
は
原
注
で
あ
る
。

ノ
ン
卜
疾
フ
サ
ガ
リ
ハ
レ
イ
タ
ム
ヲ
治
ス
。
コ
ノ
薬
タ
ト
イ
死
シ
タ
リ
ト
モ
ム
ネ
ア
タ
タ
カ
ナ
ラ
バ
、
ロ
ニ
オ
シ
入
レ
テ
ア
タ
ウ
ベ
シ
、

ス
リ
テ
水
ニ
テ
モ
ア
タ
エ
ョ
、
薬
ノ
ン
ト
ニ
下
レ
バ
必
ズ
ョ
ミ
ガ
エ
ル
也
。

喉
頭
ジ
フ
テ
リ
ア
の
窒
息
症
状
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
を
読
む
と
性
全
の
自
分
の
文
章
の
よ
う
に
見
え
る
が
原
文
と
対
照
す
れ
ば

翻
訳
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
「
ナ
ワ
ニ
テ
ク
ビ
ル
ョ
ウ
ニ
オ
ボ
エ
テ
」
と
い
う
所
だ
け
は
補
訳
で
あ
る
。

（
州
）

喉
痒
の
類
の
病
名
が
こ
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
性
全
は
「
万
安
方
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ふ
び
ん

如
し
云
々
、
甚
だ
不
便
。

寛
喜
二
年
二
二
三
○
年
）
十
二
月
廿
日

ば
か
り
す
で

午
時
許
、
覚
寛
法
印
書
状
唖
蓉
剛
僧
、
十
四
日
よ
り
喉
腫
、
十
六
日
よ
り
飲
食
通
ら
ず
、
又
度
々
絶
え
入
る
。
已
に
五
ヶ
日
、
時
を
待
つ

凡
ソ
喉
痒
亦
馬
喉
痒
卜
云
ウ
コ
ト
有
り
、

コ
レ

モ
、
治
方
大
概
惟
同
ジ
。

亦
纒
喉
風
卜
云
ウ
コ
ト
有
り
、
亦
咽
喉
塞
塞
、
痒
痛
水
食
不
通
ナ
ド
、
種
類
不
同
有
リ
ト
雌
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親
成
と
い
う
医
師
が
診
て
い
た
の
で
、
「
喉
腫
」
と
い
う
病
名
は
こ
の
医
師
の
診
立
て
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
別
と
し
て
、
こ
こ
で
注
目

す
べ
き
記
述
は
「
度
々
絶
え
入
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
喉
頭
ジ
フ
テ
リ
ア
は
窒
息
発
作
に
よ
っ
て
度
々
文
字
通
り
気
絶
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
「
時
を
待
つ
如
し
」
と
い
う
の
は
臨
終
の
時
を
待
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
覚
寛
法
印
は
六
度
気
絶
し
た

後
に
、
咽
喉
か
ら
膿
血
が
多
量
に
出
て
症
状
が
改
善
し
て
助
か
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
同
じ
時
に
右
大
臣
の
女
房
と
い
う
人
も
何
度
か
気
絶
し
て
近
親
者
が
周
章
狼
狽
し
て
い
る
の
で
、
お
そ
ら
く
同
じ
病
気
だ
っ
た
の
だ

次
に
同
じ
く
『
明
月
記
』
か
ら
、
咽
頭
ジ
フ
テ
リ
ア
の
流
行
と
思
わ
れ
る
記
事
を
引
用
す
る
。
こ
ち
ら
は
著
明
な
呼
吸
困
難
は
な
く
、
発

熱
と
顔
面
頸
部
の
腫
脹
が
主
な
症
状
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
定
家
の
子
息
の
為
家
（
宰
相
）
を
中
心
と
し
た
記
述
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
も
多
勢

プ
つ
シ
勺
／
○

の
人
が
罹
患
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

忠
康
を
以
て
使
と
な
し
覚
法
印
の
疾
を
問
う
、
帰
り
来
り
て
云
う
、
日
来
時
を
待
つ
如
し
、
夜
前
よ
り
肌
宜
し
き
に
似
る
云
々
。

右
大
臣
殿
女
房
昨
朝
又
絶
え
入
ら
せ
給
う
、
殿
下
、
大
相
、
幕
下
、
各
馳
け
走
り
給
う
、
又
為
す
無
し
。

宗
弘
を
以
て
覚
法
印
を
問
う
、
帰
り
来
た
り
云
う
、
十
七
八
日
の
間
六
度
絶
え
入
る
、
水
を
飲
む
能
わ
ず
、
十
九
日
夕
膿
血
頗
る
出
で

（
“
）

し
後
靭
か
是
非
を
弁
ず
、
今
度
は
若
し
く
は
存
命
か
、
親
成
始
め
よ
り
療
治
す
云
々
。

安
貞
元
年
二
一
三
七
年
）
七
月
十
三
日

ノ
、
れ

い
そ

昏
に
臨
み
、
宰
相
昨
日
よ
り
所
悩
頸
腫
の
由
伝
え
聞
く
、
母
儀
急
ぎ
到
り
、
即
ち
帰
り
云
う
、
昨
朝
心
神
違
例
の
上
顔
腫
る
、
価
ち
早

く
退
出
の
後
、
腫
れ
漸
く
増
す
、
但
し
近
日
人
多
く
此
の
病
有
り
云
々
。

同
十
二
月
廿
二
日

同
十
二
月
廿
一
日
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さ

ふ
ぴ
人
妬
）

女
房
頸
腫
温
気
宿
め
た
り
云
々
、
三
郎
（
定
家
の
三
男
）
の
嬰
児
又
頸
に
熱
気
有
り
云
々
、
宰
相
力
無
く
廷
弱
、
不
便
。

こ
れ
で
見
る
と
相
当
の
流
行
で
あ
る
。
定
家
の
よ
う
な
年
寄
り
は
も
う
免
疫
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
「
振
鈴
」
と
い
う
言
葉
は
ま
だ

確
認
し
得
て
な
い
が
、
口
蓋
垂
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
軽
症
の
咽
頭
ジ
フ
テ
リ
ア
で
は
扁
桃
腺
の
み
の
炎
症
で
あ
る
が
、
重
症
に
な
る
と
鼻

腔
と
口
腔
全
体
に
拡
が
り
、
口
蓋
垂
は
大
い
に
腫
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ア
レ
タ
イ
オ
ス
も
述
べ
て
い
た
通
り
で
あ
る
が
、
漢
医
学
で
は

こ
れ
を
懸
癖
（
擁
）
と
も
呼
ん
だ
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
顔
面
と
頸
部
の
リ
ン
パ
節
と
皮
下
組
織
が
著
明
に
腫
脹
す
る
の

が
特
徴
で
あ
る
。
病
変
が
喉
頭
に
ま
で
及
べ
ば
致
命
率
が
高
く
な
る
が
、
そ
う
で
な
く
て
も
全
身
衰
弱
が
著
明
で
あ
る
。

ジ
フ
テ
リ
ア
の
こ
の
型
に
つ
い
て
は
ま
た
次
の
項
で
触
れ
る
。

㈲
金
元
時
代

南
宋
の
時
代
は
北
方
に
金
国
が
あ
っ
た
が
、
や
が
て
蒙
古
は
金
と
南
宋
を
滅
ぼ
し
、
中
国
を
統
一
し
て
元
と
号
し
た
。
金
元
の
時
代
に
は

ば
か
り

未
時
許
、
宰
椚

同
八
月
二
日

さ

宰
相
今
朝
温
気
痛
む
、
心
神
昨
日
に
似
ざ
る
の
由
、
女
房
返
事
有
り
云
々
。

く
れ

て
い

お
も
は
れ

宰
相
昨
日
よ
り
殊
に
増
気
（
悪
化
）
の
由
聞
き
驚
く
、
昏
に
臨
み
行
き
向
く
、
疾
の
体
甚
だ
重
し
、
面
腫
に
於
て
は
漸
々
減
気
（
改
善
）
、

さ

は
な
は

温
気
（
体
熱
）
又
癌
む
る
の
後
、
昨
日
よ
り
更
に
辛
苦
発
す
、
鵬
始
等
痙
印
請
娠
峨
叫
割
誇
唾
毒
李
大
に
食
事
又
受
け
ず
、
気
色
太
だ
弱
る
。

同
七
月
廿
九
日

同
七
月
十
九
日

同
七
月
十
七
日

宰
相
来
る
碓
碓
雌
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中
国
医
学
の
独
特
の
発
展
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
影
響
は
わ
が
国
に
は
す
ぐ
に
は
及
ば
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
・

こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
こ
の
時
代
に
頸
部
顔
面
の
腫
脹
に
咽
喉
の
閉
塞
症
状
を
伴
う
疾
病
に
対
し
て
、
天
行
大
頭
病
と
か
時
疫
吃

瘡
と
い
う
新
ら
し
い
病
名
が
出
現
し
て
来
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
必
ず
し
も
新
ら
し
い
疾
病
で
は
な
く
、
や
は
り
こ
れ
は
ジ
フ
テ

泰
和
二
年
（
一
二
○
二
年
）
先
師
以
て
監
済
源
税
を
進
納
す
る
時
、
四
月
民
多
く
疫
瘤
す
、
初
め
増
寒
体
重
き
を
覚
え
、
次
い
で
頭
面
に

伝
わ
り
、
腫
れ
盛
ん
に
、
目
開
く
能
わ
ず
、
上
に
喘
し
、
咽
喉
は
利
せ
ず
、
舌
乾
き
口
躁
き
、
俗
に
大
頭
天
行
と
云
う
。
親
戚
相
訪
問

も
し

せ
ず
、
如
之
に
染
ま
れ
ば
多
く
救
わ
れ
ず
（
中
略
）
終
に
能
く
愈
ゆ
る
こ
と
な
く
、
漸
く
危
篤
に
至
る
。

李
東
垣
は
こ
れ
に
対
し
て
「
普
済
消
毒
飲
子
」
と
い
う
処
方
を
創
案
し
て
多
く
の
患
者
を
救
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
こ
こ
で
注
目
す
べ
き

記
述
は
「
之
に
染
ま
れ
ば
」
と
い
っ
て
、
こ
の
病
気
の
伝
染
性
に
触
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
東
垣
の
処
方
名
に
も
「
消
毒
」
と
い
う

字
が
入
っ
て
い
る
が
、
毒
と
い
う
の
も
伝
染
と
い
う
前
提
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
卿
）

東
垣
の
門
人
の
羅
天
益
は
元
代
に
活
躍
し
た
人
で
あ
る
が
、
彼
の
『
衛
生
宝
鑑
」
の
巻
九
、
頭
面
諸
病
の
中
の
「
時
毒
痘
瘡
方
」
の
漏
芦

湯
の
説
明
で
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
同
じ
疾
病
と
考
え
る
。

と

臓
賄
積
熱
し
、
発
し
て
腫
毒
と
為
る
、
時
疫
瘡
瘤
、
顔
面
洪
腫
し
、
咽
晦
堵
じ
塞
が
り
、
水
薬
下
ら
ざ
る
を
治
す
。

（
鴫
）

同
じ
『
衛
生
宝
鑑
」
巻
十
一
の
咽
喉
口
歯
門
に
も
ジ
フ
テ
リ
ア
と
思
わ
れ
る
症
状
の
記
載
が
あ
る
。
例
え
ば
龍
寮
聚
聖
丹
の
説
明
の
次
の

同
じ
壼

文
で
あ
る
。

リ
ア
の
一
つ
の
型
と
考
え
ら
れ
る
。

金
の
李
束
垣
の
『
東
垣
試
効
方

心
脾
客
熱
、
毒
気
攻
衝
し
、
咽
喉
赤
く
腫
れ
瘻
痛
し
、
或
は
喉
痒
と
成
り
、
或
は
結
硬
消
え
ず
、
愈
え
て
復
発
し
、
経
久
灌
え
ざ
る
を

（
㈹
）

（
羅
天
益
編
こ
巻
九
の
雑
方
門
に
「
時
毒
治
験
」
と
し
て
次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。
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治
す
。
或
は
舌
本
腫
脹
し
、
満
口
瘡
を
生
じ
、
飲
食
嚥
み
難
き
は
、
並
び
に
皆
之
を
服
す
。

（
⑱
）

な
お
『
衛
生
宝
鑑
」
巻
三
に
は
、
ジ
フ
テ
リ
ア
と
は
別
に
、
時
気
伝
染
と
い
う
小
論
も
あ
り
、
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。
天
行
病
、
時
気
、

時
疫
な
ど
は
流
行
病
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
既
に
伝
染
病
と
い
う
意
識
も
出
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

瘡
瘤
の
意
味
は
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
頭
頸
部
が
大
き
く
な
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
今
ま
で
に
述
べ
た
よ
う

に
古
く
か
ら
中
国
医
学
で
気
が
つ
い
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
近
代
の
西
洋
医
学
に
お
い
て
も
、
咽
頭
の
悪
性
ジ
フ
テ
リ
ア
の
場
合
は
著
明
に

（
旧
）

頸
部
と
顔
面
が
膨
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
外
観
か
ら
国
昌
‐
］
吊
烏
（
牛
の
首
）
と
い
う
別
名
も
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

（
帥
）

次
に
引
用
す
る
元
の
「
施
円
端
効
方
」
で
は
こ
の
病
気
を
新
ら
し
い
病
気
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
「
頭
面
牛
の
如
し
」
と
言
っ
て

い
る
の
は
、
西
洋
の
観
方
と
偶
然
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

フ
テ
リ
ア
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

向
明
代
前
期
及
び
室
町
時
代
前
期

中
世
を
十
五
世
紀
ま
で
と
し
た
の
で
、
一
応
そ
の
区
切
り
で
述
べ
て
お
く
。

（
弧
）

明
初
の
医
師
楼
英
の
撰
に
な
る
『
医
学
綱
目
」
は
次
の
よ
う
に
「
牛
黄
奪
命
散
」
の
適
応
症
の
説
明
で
、
馬
溥
風
と
い
う
病
名
で
喉
頭
ジ

な

小
児
肺
腫
れ
、
喘
満
し
胸
隔
危
急
、
両
脇
扇
動
し
、
陥
下
し
坑
を
作
し
、
両
鼻
藪
張
り
、
悶
乱
嗽
渇
し
、
声
喧
れ
て
鳴
ら
ず
、
疾
喘
潮

塞
す
、
俗
に
馬
脾
風
と
云
う
、
若
し
急
ぎ
療
せ
ざ
れ
ば
死
旦
夕
に
あ
り
。

時
疫
吃
瘡
腫
毒
は
古
方
書
論
そ
の
説
を
見
ざ
る
所
、
古
人
こ
の
病
無
し
。
天
巻
皇
統
の
間
蛉
北
に
生
じ
、
山
野
村
坊
頗
る
こ
の
患
に
罹

る
。
今
に
至
り
絶
え
ず
相
伝
染
し
、
多
く
死
亡
を
致
す
。
状
雷
頭
に
似
、
腫
咽
頸
に
弘
が
り
、
内
咽
朧
を
攻
め
て
堵
塞
し
、
水
薬
通
じ

難
し
。
外
側
を
攻
め
頭
面
牛
の
如
し
。
眼
耳
穴
盈
ち
、
視
聴
と
も
に
非
な
り
、
聞
見
を
杜
絶
す
。
病
悪
し
く
命
危
し
。
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こ
れ
は
喉
頭
ジ
フ
テ
リ
ア
の
特
徴
を
よ
く
と
ら
え
て
い
る
。
喉
頭
の
狭
窄
が
極
度
に
な
る
と
、
こ
こ
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
一
生
懸
命

息
を
吸
お
う
と
し
て
も
空
気
が
肺
に
入
っ
て
行
か
な
い
の
で
胸
郭
は
陥
凹
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
疾
が
つ
ま
っ
て
完
全
閉
塞
し
て
絶
命
す

（
詑
）

る
こ
と
が
多
い
。
楼
英
は
こ
れ
を
「
肺
絶
」
と
い
っ
て
い
る
。

（
認
）

次
に
十
五
世
紀
前
半
の
熊
宗
立
の
『
名
方
類
証
医
書
大
全
』
と
い
う
著
作
が
あ
る
。
よ
く
読
ま
れ
た
本
で
、
わ
が
国
で
も
室
町
時
代
末
期

に
堺
で
医
書
と
し
て
は
最
初
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
本
の
咽
喉
部
門
の
前
置
き
と
し
て
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

室
町
時
代
前
期
が
明
代
前
期
と
同
時
代
で
あ
る
。
先
に
わ
が
国
の
鎌
倉
時
代
に
は
既
に
ジ
フ
テ
リ
ア
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を

（
別
）

述
べ
た
が
、
室
町
時
代
初
期
の
「
看
聞
日
記
』
に
は
喉
痒
と
い
う
病
名
で
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

若
し
胸
胴
の
間
に
熱
毒
を
蕊
積
す
れ
ば
風
疾
を
生
ず
る
に
致
り
、
塞
滞
し
て
散
ぜ
ざ
れ
ば
発
し
て
咽
喉
の
病
と
為
る
。
喉
内
瘡
を
生
じ

或
は
状
肉
賛
の
如
き
腫
と
為
り
、
痛
を
為
し
、
窒
塞
し
て
通
ぜ
ず
、
吐
嚥
下
ら
ず
、
甚
し
け
れ
ば
重
舌
を
生
じ
出
す
。
之
を
治
す
る
に

は
尤
も
宜
し
く
先
ず
風
疾
を
去
り
、
以
て
咽
隔
を
通
じ
、
然
る
後
其
の
熱
毒
を
解
す
。
遅
け
れ
ば
則
ち
こ
の
患
を
救
わ
ざ
る
こ
と
あ
り
。

非
常
に
論
理
的
な
文
章
で
あ
り
、
主
と
し
て
ジ
フ
テ
リ
ア
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
後
に
多
く
の
処
方
を
列

挙
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
ジ
フ
テ
リ
ア
を
表
わ
す
病
名
と
し
て
は
、
纒
喉
風
、
時
気
纒
喉
風
、
喉
痒
、
走
馬
咽
痒
等
が
使
わ
れ

て
い
プ
（
熱

応
永
廿
五
年
二
四
一
八
年
）
九
月
六
日

テ
イ
・

禁
裏
（
称
光
天
皇
）
俄
二
喉
痒
御
悩
、
以
テ
ノ
外
云
々
、
面
々
仰
天
ス
、
然
シ
テ
御
取
り
直
シ
ノ
体
云
々
。

こ
れ
は
時
の
天
皇
が
喉
痒
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
ま
わ
り
の
人
は
こ
の
病
気
の
重
大
さ
を
知
っ
て
あ
わ
て
た
の
で
あ
る
。
多
分
喉
頭
ジ

フ
テ
リ
ア
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の
時
は
回
復
し
た
の
で
あ
る
。

388（70）



四
後
漢
の
『
傷
寒
論
」
の
少
陰
病
篇
、
厭
陰
病
篇
に
も
ジ
フ
テ
リ
ア
と
思
わ
れ
る
記
述
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

国
晴
唐
時
代
に
は
『
諸
病
源
候
論
」
『
千
金
方
」
に
「
喉
痒
」
「
馬
痒
」
等
の
名
称
で
、
具
体
的
で
多
彩
な
記
述
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ

れ
は
わ
が
国
の
平
安
時
代
の
『
医
心
方
』
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

㈲
北
宋
の
『
和
剤
局
方
」
南
宋
の
「
三
因
方
」
の
ジ
フ
テ
リ
ア
に
関
す
る
記
述
を
引
用
し
、
南
宋
で
は
「
纒
喉
風
」
と
い
う
病
名
も
現
れ
て

㈲
鎌
倉
時
代
の
『
名
月
記
」
に
喉
頭
ジ
フ
テ
リ
ア
及
び
咽
頭
ジ
フ
テ
リ
ア
の
流
行
と
思
わ
れ
る
記
載
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
鎌
倉
時

代
の
医
書
「
頓
医
抄
」
『
万
安
方
」
の
著
者
は
実
際
に
ジ
フ
テ
リ
ア
を
見
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を
示
し
た
。

伽
金
元
の
時
代
に
は
悪
性
ジ
フ
テ
リ
ア
の
流
行
に
際
し
て
「
大
頭
天
行
病
」
「
時
疫
痘
瘡
」
等
の
名
称
で
記
載
が
あ
り
、
ま
た
こ
れ
ら
の
疾
病

の
伝
染
性
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
。

”
明
代
前
期
に
は
ま
た
独
自
の
進
歩
し
た
見
方
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
同
じ
時
代
の
日
本
の
室
町
時
代
前
期
に
「
喉
痒
」
の
記
載
が

日
古
代
中
国
の
「
素
西

つ
い
て
検
討
し
た
。

口
古
代
ロ
ー
マ
時
代
の
ア
レ
タ
イ
オ
ス
が
ジ
フ
テ
リ
ア
に
関
し
て
的
確
な
記
述
を
残
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。

日
古
代
中
国
の
「
素
問
」
「
霊
枢
」
に
「
喉
痒
」
「
猛
疽
」
「
天
疽
」
の
名
称
で
ジ
フ
テ
リ
ア
と
思
わ
れ
る
記
載
が
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
に

㈲
北
宋
の
『
和
剤
局
方
』

い
る
こ
と
を
示
し
た
。

Ｈ
『
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
全
集
』
か
ら
ジ
フ
テ
リ
ア
と
思
わ
れ
る
症
例
を
二
例
摘
出
し
、
そ
の
う
ち
の
一
例
に
は
気
管
切
開
が
さ
れ
て
い
る
可
能
性

（
弱
）

喉
痒
と
い
う
病
名
は
室
町
時
代
の
『
撮
壌
集
』
と
い
う
辞
書
に
も
載
っ
て
お
り
、
こ
の
頃
は
こ
の
病
気
そ
の
も
の
が
か
な
り
一
般
的
に
な

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

を
示
し
た
。

三
ま
と
め
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（
ｕ
）
シ
『
の
国
①
吊
吾
①
○
四
℃
で
四
口
ｏ
ｎ
国
ロ
函
○
口
ご
庁
田
，
胃
】
ｇ
勗
堅
×
）
昌
言
①
弓
○
国
凰
涜
．
闇
旨
Ｑ
①
己
島
己
喚
Ｆ
（
①
ｅ
》
の
○
巨
同
吊
國
○
巳
〈
旦
巨
①
島
の
巴

◆

（
過
）
○
言
，
厨
宜
①
》
シ
、
画
．
細
ロ
旨
三
一
〕
四
国
．
回
屋
や
」
露
冒
Ｏ
ｘ
さ
ａ
弓
①
ｘ
号
（
５
－
〈
旦
冨
①
ｇ
ｏ
言
の
》
野
己
Ｒ
］
‐
負
）
］
』
．
○
嵐
（
）
ａ
ご
国
ご
閏
四
目
も
吊
朋
》

（
８
）
画
制
貢
昌
昌
の
画
厚
弔
忠

‐
Ｅ
・
前
掲
（
７
）
文
献

（
９
）
今
裕
訳
編
「
ヒ
ポ
ク

（
川
）
前
掲
（
９
）
文
献
、
七

（
Ⅲ
）
前
掲
（
６
）
文
献
、
四

（
吃
）
前
掲
（
８
）
文
献
、
一

（
７
）

（
６
）

へへ〆ヘヘヘ

54321

,-／、-／、‐／、-／ー文
日
記
や
辞
書
に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

○
減
さ
【
具
ら
、
『

巨
興
弓
一
局
ｚ
四

画
座
員
言
い
両
．
函

Ｆ
①
ｇ
凰
四
』
、
④
四

甲
自
画
①
め
①
鼻
帛

］
の
ロ
四
一
胃
、
↑
、

厚
生
省
編
「
医
制
百
年
史
、
資
料
編
」
二
五
○
’
二
五
二
頁
、
ぎ
よ
う
せ
い
、
東
京
、
一
九
七
六
（
昭
和
五
十
一
年
）

富
士
川
瀞
『
日
本
疾
病
史
」
平
凡
社
、
東
京
、
一
九
七
四
（
昭
和
四
十
九
年
）

富
士
川
瀞
「
日
本
医
学
史
」
七
五
五
’
七
五
六
頁
、
形
成
社
、
東
京
、
一
九
七
四
（
昭
和
四
十
九
年
）

山
崎
佐
『
日
本
疫
史
及
防
疫
史
」
四
六
一
’
四
九
九
頁
、
克
誠
堂
書
店
、
一
九
三
一
（
昭
和
六
年
）

国
儲
附
鼻
国
挑
序
言
宮
』
ｇ
ａ
ｇ
の
隅
９
月
三
①
。
曾
冨
＆
甘
言
巨
且
号
『
く
○
房
爵
国
具
合
①
岸
ｇ
』
震
‐
浅
口
紹
甲
篭
蝉
司
１
且
風
呂
三
四
具
ゆ

国
胃
門
戸
シ
・
》
曾
四
巨
巴
翼
①
・
ず
胃
。
【
①
侭
胃
（
旨
ゞ
○
．
串
四
四
貝
ざ
（
）
○
戸
ｇ
⑦
の
○
ぬ
局
員
）
宮
（
〕
巴
四
国
・
函
尉
８
国
の
巴
も
四
言
巳
（
閃
雰
野
己
①
白
く
巳
酌
・
お
‐

‘
扇
．
、
国
司
ｚ
①
急
の
ご
Ｑ
①
三
国
ヨ
の
○
Ｑ
２
ぐ
．
勗
憩
．

寺
『

Ｇ
、
閂

画
の
言
．
旨
い
両
．
函
ロ
扇
の
の
闇
言
。
胃
の
Ｑ
①
門
口
ご
胃
ゴ
閏
尉
・
日
詳
ず
朋
○
巨
・
の
吊
国
①
且
甘
｝
閉
門
三
庁
侭
昌
侭
。
の
Ｈ
屏
昌
昌
曽
再
聾
堅
里
胃
①
の
①
○
吋
、
弓
三
国
ロ
①
》

献

「
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
全
集
」
六
五
二
頁
、

〈
献
、
七
六
五
’
七
六
六
頁

四
七
頁

一
二
頁

○
承
の
口
四
，
国
風
瓜
曽
自
昌
の
西
国
昂
口
昌
己
両
⑦
二
四
●
の
、
具
．
畠
設
．
言
国
の
ぎ
乱
【
煽
叩
ロ
肘
⑦
隅
の
三
の
三
①
ｑ
ｇ
ｐ
ざ
胃
一
品
ユ
①
〕
⑭

名
著
刊
行
会
、
東
京
、
一
九
七
八
（
昭
和
五
十
三
年
）

/行n､
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前
掲
（
３
）
文
献
、
七
五
六
頁

呉
嶋
「
内
経
素
問
呉
注
」
三

前
掲
（
Ⅳ
）
文
献
、
一
六
○
頁

前
掲
（
Ⅳ
）
文
献
、
三
六
二
頁

前
掲
（
Ⅳ
）
文
献
、
一
七
八
頁

前
掲
（
妬
）
文
献
、
一
五
五
’
一
七

前
掲
（
妬
）
文
献
、
一
三
四
’
一
五

前
掲
（
６
）
文
献
、
七
四
’
七
五
頁

多
紀
元
簡
「
素
間
識
』
痒
論
篇
、
二
四
二
’
二
四
三
頁
、
聿
修
堂
医
害
選
、
人
民
衛
生
出
版
社
、
北
京
、
一
九
八
四
年

「
霊
枢
経
」
巻
三
、
五
ウ
、
台
湾
中
華
害
局
、
台
北
、
一
九
八
七
年

前
掲
（
羽
）
文
献
、
巻
十
二
、
九
オ
ー
九
ウ

多
紀
元
簡
「
霊
枢
識
」
擁
疽
篇
、
九
一
二
’
九
一
三
頁
、
聿
修
堂
医
害
選
、
人
民
衛
生
出
版
社
、
北
京
、
一
九
八
四
年

朱
佑
武
「
宋
本
傷
寒
論
校
注
」
湖
南
科
学
技
術
出
版
社
、
長
沙
、
一
九
八
二
年

何
琴
『
傷
寒
諭
翼
』
一
’
九
頁
、
傷
寒
来
蘇
集
、
上
海
科
学
技
術
出
版
社
、
上
海
、
一
九
七
八
年

前
掲
（
妬
）
文
献
、
一
五
五
’
一
七
六
頁

前
掲
（
妬
）
文
献
、
一
三
四
’
一
五
四
頁

前
掲
（
Ⅳ
）
文
献
、
五
二
頁

南
京
中
医
学
院
校
釈
、
巣
元
方
『
諸
病
源
候
論
」
上
冊
、
傷
寒
病
症
候
、
二
四
四
頁
、
人
民
衛
生
出
版
社
、
北
京
、
一
九
八
二
年

前
掲
（
別
）
文
献
、
下
冊
、
小
児
雑
病
症
候
、
一
三
四
三
頁

前
掲
（
証
）
文
献
、
下
冊
、
小
児
雑
病
症
候
、
一
三
四
三
’
一
三
四
四
頁

孫
思
遡
『
備
急
千
金
要
方
」
江
戸
医
学
影
北
宋
本
、
喉
病
、
二
一
三
’
一
二
六
頁
、
人
民
衛
生
出
版
社
、
北
京
、
一
九
八
七
年

丹
波
康
頼
撰
「
医
心
方
」
巻
五
、
五
十
一
オ
ー
五
十
三
オ
、
新
文
豊
出
版
公
司
、
台
北
、
一
九
七
六
年

國
耐
８
吋
く
．
ロ
（
三
国
も
匡
巨
旨
胃
５
昌
少
ｚ
の
雪
国
○
ベ
〆
己
９
．

疋

少
吊
国
①
吊
昏
の
８
９
且
○
の
国
目
“
９
門
①
旦
鷺
蔚
昌
〔
）
吊
号
○
員
昏
の
９
冒
冒
の
旨
（
○
胃
．
［
写
巳
巴
．
認
．
旨
Ｑ
①
貝
冒
四
前
掲
（
Ｍ
）
文
献

三

八

頁
、

山
東
科
学
技
術
出
版
社
、
済
南
、
一
九
八
四
年
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多
紀
元
簡
『
救
急
選
方
」
小
児
竺

前
掲
（
別
）
文
献
、
急
喉
痒
門
、
一

熊
宗
立
「
名
方
類
証
医
書
大
全
』

神
宮
司
庁
編
「
古
事
類
苑
」
方
井

前
掲
（
別
）
文
献
、
二
七
八
頁

李
杲
「
東
垣
試
効
方
」
巻
九
、
雑
方
門
、
四
三
七
頁
、
上
海
科
学
技
術
出
版
社
、
上
海
、
一
九
八
四
年

羅
天
益
「
衛
生
宝
鑑
」
巻
九
、
一
二
四
頁
、
人
民
衛
生
出
版
社
、
北
京
、
一
九
八
七
年

前
掲
（
碑
）
文
献
、
巻
十
一
、
一
四
三
頁

前
掲
（
”
）
文
献
、
巻
三
、
二
一
’
二
二
頁

多
紀
元
簡
『
傷
寒
広
要
』
時
毒
大
頭
病
、
二
○
一
頁
、
聿
修
堂
医
書
選
、
人
民
衛
生
出
版
社
、
北
京
、
一
九
八
三
年

多
紀
元
簡
『
救
急
選
方
」
小
児
急
証
門
、
四
七
頁
、
聿
修
堂
医
害
選
、
人
民
衛
生
出
版
社
、
北
京
、
一
九
八
三
年

前
掲
（
別
）
文
献
、
急
喉
痒
門
、
三
五
頁

熊
宗
立
「
名
方
類
証
医
書
大
全
』
巻
十
八
、
咽
喉
、
一
五
五
頁
、
上
海
科
学
技
術
出
版
社
、
上
海
、
一
九
八
八
年

神
宮
司
庁
編
「
古
事
類
苑
」
方
技
部
、
二
七
八
頁
、
吉
川
弘
文
館
、
東
京
、
一
九
七
七
（
昭
和
五
十
二
年
）

前
掲
（
洲
）
文
献
、
三
五
九
’
一

前
掲
（
銘
）
文
献
、
八
二
六
頁

藤
原
定
家
『
明
月
記
」
第
三
、

前
掲
（
“
）
文
献
、
四
二
’
四
」

陳
言
「
三
因
極
一
病
源
論
」
咽
喉
病
証
治
、

前
掲
（
洲
）
文
献
、
三
五
九
’
三
六
○
頁

前
掲
（
妬
）
文
献
、
巻
五
、
五

『
太
平
恵
民
和
剤
局
方
』
治
咽

梶
原
性
全
「
万
安
方
」
咽
喉

梶
原
性
全
「
頓
医
抄
」
咽
喉

前
掲
（
詔
）
文
献
、
八
二
五
頁

巻
五
、
五
十
三
オ

側
方
』
治
咽
喉
口
歯
、
二
五
七
’
二
六
三
頁
、
人
民
衛
生
出
版
社
、
北
京
、
一
九
八
五
年

方
」
咽
喉
門
、
八
二
五
頁
、
科
学
書
院
、
東
京
、
一
九
八
六
（
昭
和
六
十
一
年
）

抄
」
咽
喉
諸
病
、
三
六
一
頁
、
科
学
書
院
、
東
京
、
一
九
八
六
（
昭
和
六
十
一
年
）

四
二
’
四
六
頁 二

六
四
’
二
六
五
頁
、
国
害
刊
行
会
、
東
京
、
一
九
八
○
（
昭
和
五
十
五
年
）

二
七
’
一
二
八
頁
、
煉
原
書
店
、
一
九
七
八
（
昭
和
五
十
三
年
）

（
七
沢
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
）
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AHistoricalSurveyofDiphtheriainEurope,ChinaandJapan

Partl:AncientandMedievalAge

bvAkiraNAKAMURA

Thehistoryofdiphtheriahasnotyetbeenfullystudied.

TheauthorpresentstwocasesofdiphtheriafromtheHippocraticcollection・Itispresumedthata

tracheotomywasperformedinoneofthem.

TheauthorpresentstheancientChinesenamesofdiphtheria,Houbi(KOhi,喉痒)whichmeans

"laryngealobstruction",Mengju(MOso,猛疽)whichmeans;@fulminantcarbuncle''andYaoju(YOso,天疽）

whichmeans"children-killingcarbuncle",fromChinesemedicalclassics,andsuggeststhatShaoyinbing

(Sh6inby6,少陰病),whichmeans"smallnegativedisease'',inShanghanlun(Sh6kanron,傷寒論)ispossibleto

bediphtheria.

IntheMedievalAge(6-15c.),somanyrecordsandcommentariesarefoundinChinesemedicalbooks,

whichdescribediphtheriabymanydifferentnames,suchasMabi(Bahi,馬痒),ChanhOufeng(TenkOfn,纒

喉風),Datoubing(DaitObyO,大頭病)andsoon.Mabimeansfulminantdiphtheria.Chanhoufengmeans

stranglingdisease,whichcoincideswiththeoldSpanishnameofdiphtheria"Garrotillo."Datoubing

means"bigheaddisease"whichrepresentstheswellingoffaceandneckinmalignantdiphtheria,and

whichcoincideswiththeEnglishvulgarname!$Bull-neck."

Japanalsohassomedescriptio11saboutdiphtheriainmedicalbooksandchroniclesoftheKamakura-
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MuromachiAge(13-15c.),whichusethewordsHoubi(KOhi,喉痒),Houzhong(KOshu,喉腫)etc.fordiphthe-
ria.
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