
さ
ら
に
フ
ラ
カ
ス
ト
ロ
は
、
『
シ
フ
ィ
リ
ス
」
に
お
い
て
萌
芽
的
な
形
で
示
さ
れ
て
い
た
自
ら
の
伝
染
理
論
を
、
「
伝
染
、
伝
染
病
と
そ
の

治
療
に
つ
い
て
」
ｅ
①
８
口
目
四
○
口
の
⑦
庁
８
具
樹
一
○
爵
目
○
旨
砂
の
庁
①
○
日
ョ
ｏ
員
昌
○
口
①
》
勗
急
）
に
お
い
て
展
開
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
当
時
猛

威
を
振
る
っ
て
い
た
ペ
ス
ト
や
梅
毒
に
代
表
さ
れ
る
伝
染
病
の
伝
染
機
構
が
粒
子
論
に
基
づ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
著
作
は
三
巻
か

ら
構
成
さ
れ
、
第
一
巻
で
は
伝
染
理
論
、
第
二
巻
で
は
伝
染
病
、
第
三
巻
で
は
伝
染
病
の
治
療
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、

近
代
的
な
伝
染
病
理
論
の
先
駆
と
言
わ
れ
る
彼
の
伝
染
理
論
を
、
第
一
巻
の
内
容
の
検
討
を
通
じ
て
考
察
し
よ
う
。

ジ
ロ
ラ
モ
・
フ
ラ
カ
ス
ト
ロ
（
Ｑ
旦
四
ョ
○
卑
煙
８
の
８
吋
（
）
ゞ
８
匡
認
‐
届
認
）
は
一
六
世
紀
前
半
に
北
イ
タ
リ
ア
の
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
で
活
躍
し
た

（
１
）

医
学
者
で
あ
る
。
彼
の
名
前
が
医
学
史
上
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
第
一
に
、
梅
毒
を
論
じ
た
ラ
テ
ン
語
の
六
歩
格
詩
夛
フ
ィ
リ
ス
あ
る
い
は

フ
ラ
ン
ス
病
』
⑦
旨
三
房
の
弓
の
ョ
○
『
ｇ
の
〔
駈
豈
２
ｍ
“
ぶ
ぢ
）
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
の
中
で
彼
は
、
当
時
の
イ
タ
リ
ア
で
は
「
フ
ラ
ン
ス
病
」

（
ョ
９
，
９
め
鴨
罠
２
ｍ
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
梅
毒
に
対
し
て
「
シ
フ
ィ
リ
ス
」
（
望
昌
三
の
）
と
い
う
現
在
も
用
い
ら
れ
て
い
る
名
称
を
与
え
た
の

（
２
）

だ
っ
た
。

ン
ロ
ラ
モ
・
フ
ラ
カ
ス
ト
ロ
の
伝
染
理
論

や、

序

日
本
医
史
学
雑
誌
第
四
十
三
巻
第
一
号

平
成
九
年
三
月
二
十
日

伊
藤 平

成
八
年
九
月
五
日
受
付

平
成
八
年
十
一
月
八
日
受
理

和

行
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「
一
般
的
に
伝
染
の
本
性
と
は
何
か
、
い
か
な
る
原
理
に
よ
っ
て
感
染
す
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
し

て
あ
る
も
の
は
媒
介
物
を
残
す
の
か
、
あ
る
も
の
は
遠
く
ま
で
伝
達
す
る
の
か
、
な
ぜ
あ
る
病
気
は
穏
や
か
で
あ
る
の
に
伝
染
的
で
あ

り
、
あ
る
病
気
は
鋭
く
激
し
い
の
に
ま
っ
た
く
伝
染
的
で
な
い
の
か
、
ど
の
よ
う
に
伝
染
は
毒
と
は
異
な
る
の
か
、
ま
た
同
様
の
他
の

多
く
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
と
は
誰
も
試
み
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
の
原
因
を
隠
れ
た
原
因
（
彼
ら
自
身

（
３
）

が
そ
う
呼
ん
で
い
る
）
に
帰
し
た
と
き
に
十
分
な
こ
と
を
し
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
」

古
代
以
来
、
流
行
病
が
伝
染
す
る
原
因
は
重
大
な
問
題
だ
っ
た
が
、
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
や
ガ
レ
ノ
ス
ら
も
認
め
て
い
た
伝
統
的
説
明
は
、

腐
敗
し
た
蒸
発
物
（
潭
気
）
に
よ
る
大
気
の
汚
染
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
原
因
の
実
体
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
中

（
４
）

世
以
降
「
隠
れ
た
原
因
」
（
。
Ｒ
昌
国
８
吊
巴
と
し
ば
し
ば
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
伝
統
な
学
説
に
対
し
て
、
フ
ラ
カ
ス
ト
ロ
は
、
以

下
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
感
染
の
明
確
な
原
因
を
提
示
し
よ
う
と
試
み
る
。

フ
ラ
ヵ
ス
ト
ロ
に
よ
れ
ば
、
病
気
の
原
因
は
一
般
に
体
液
の
均
衡
の
欠
如
あ
る
い
は
体
液
の
腐
敗
な
ど
で
あ
り
、
そ
し
て
「
伝
染
と
は
、

混
合
体
の
実
体
に
お
け
る
あ
る
類
似
の
腐
敗
で
あ
っ
て
、
第
一
に
不
可
感
的
な
粒
子
に
お
け
る
感
染
に
よ
っ
て
あ
る
も
の
か
ら
他
の
も
の
へ

（
５
）

と
移
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
こ
の
「
不
可
感
的
な
粒
子
」
（
園
日
日
匿
冒
の
ｇ
の
ぎ
罠
の
）
は
伝
染
の
「
原
理
」
で
あ
っ
て
「
種
子
」
（
ｍ
の
日
冒
自
画
）

（
６
）

と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
れ
は
腐
敗
か
ら
生
じ
る
「
熱
く
湿
っ
た
粒
子
」
・
「
微
小
で
視
覚
か
ら
も
逃
れ
う
る
粒
子
」
で
あ
る
。

フ
ラ
ヵ
ス
ト
ロ
は
、
当
時
知
ら
れ
て
い
た
伝
染
を
、
「
種
子
」
の
伝
播
方
法
に
結
び
付
け
て
三
つ
の
形
態
、
す
な
わ
ち
接
触
伝
染
、
媒
介
伝

染
、
遠
隔
伝
染
に
分
類
し
て
説
明
す
る
。
第
一
の
伝
染
は
相
互
接
触
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
伝
染
の
仕
組
み
は
果
物
の
腐
敗
と
同
じ
で

の
主
題
を
具
体
的
に
提
示
し
て
い
る
。

フ
ラ
ヵ
ス
ト
ロ
は
、
序
文
に
お
い
て
こ
の
著
作
の
目
的
が
「
伝
染
と
す
べ
て
の
伝
染
病
、
そ
れ
ら
の
治
療
」
で
あ
る
と
述
べ
た
あ
と
、
そ

二
、
伝
染
の
原
理
と
分
類
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あ
る
。
果
物
の
腐
敗
で
は
、
最
初
に
腐
敗
し
た
も
の
か
ら
発
散
す
る
「
種
子
」
が
接
し
た
も
の
に
直
接
移
っ
て
、
第
二
の
も
の
の
中
に
腐
敗

（
７
）

を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
腐
敗
は
「
内
的
な
熱
と
湿
気
の
発
散
に
よ
る
混
合
物
の
あ
る
種
の
分
解
」
で
あ
る
の
で
、
媒
介
と
な
る
「
種
子
」
も

「
暑
く
湿
っ
た
」
も
の
で
あ
っ
て
、
外
的
な
熱
に
よ
っ
て
伝
搬
す
る
の
で
あ
る
。

第
二
の
伝
染
は
「
媒
介
物
」
（
ざ
目
の
の
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
折
癬
、
胸
癖
（
肺
結
核
）
な
ど
の
病
気
は
直
接
的
接
触
の
他
に
も
、
衣
服
、

木
製
品
な
ど
の
よ
う
に
、
そ
れ
自
体
は
腐
敗
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
伝
染
の
種
子
を
保
持
す
る
も
の
を
通
じ
て
伝
染
す
る
。
こ
れ
は
、
媒

（
８
）

介
物
の
中
に
「
微
小
で
視
覚
か
ら
も
逃
れ
う
る
粒
子
」
が
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
粒
子
が
媒
介
物
中
に
長
期
間
保
存

さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
粒
子
は
微
細
で
あ
っ
て
、
強
い
結
合
か
ら
な
る
粘
性
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
方
媒
介
物
は
、

羊
毛
・
衣
服
・
木
材
の
よ
う
に
多
孔
的
で
熱
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
鉄
や
石
は
媒
介
物
に
適
さ
な
い
の
で
あ
る
。

第
三
の
伝
染
は
「
遠
く
へ
」
（
且
＆
の
国
邑
⑱
）
へ
伝
染
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
空
中
に
発
散
し
た
種
子
が
他
の
場
所
へ
運
ば
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
起
こ
る
。
こ
の
種
子
も
他
の
種
子
と
は
本
質
的
に
は
同
一
で
あ
る
が
、
異
な
っ
て
い
る
の
は
「
堅
固
な
結
合
と
大
き
な
微
細
性
を

（
９
）

持
つ
と
思
わ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
い
っ
そ
う
浸
透
し
、
大
き
な
活
動
性
を
持
つ
」
点
で
あ
る
。
こ
の
種
子
は
、
身
体
に
た
ど
り
着
く
と
、
そ
の
中

に
侵
入
・
浸
透
し
、
さ
ら
に
増
殖
す
る
。
「
最
初
の
種
子
は
、
そ
れ
に
似
て
い
る
近
く
の
体
液
に
付
着
し
て
、
自
ら
に
似
た
他
の
種
子
を
生
み

（
Ⅲ
）

出
し
、
そ
の
結
果
増
殖
さ
せ
て
、
体
液
の
塊
全
体
が
感
染
す
る
」
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
フ
ラ
ヵ
ス
ト
ロ
は
、
「
種
子
」
の
伝
播
に
よ
っ
て
伝
染
を
説
明
し
、
「
種
子
」
の
体
内
へ
の
侵
入
の
結
果
と
し
て
体
液
の
腐
敗

す
な
わ
ち
病
気
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
彼
の
伝
染
理
論
の
核
心
で
あ
る
「
種
子
」
の
実
体
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
く
、

生
物
的
な
も
の
か
非
生
物
的
な
も
の
か
も
暖
昧
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
微
小
粒
子
の
粘
り
強
い
結
合
」
か
ら
な
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
一
方

で
は
、
あ
る
種
の
腐
敗
の
生
じ
て
い
る
体
内
で
自
然
発
生
す
る
こ
と
も
あ
り
、
他
の
生
物
の
体
内
に
入
る
と
体
液
に
付
着
し
て
増
殖
す
る
と

も
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
フ
ラ
カ
ス
ト
ロ
の
説
明
の
目
的
は
、
何
よ
り
も
星
辰
の
影
響
や
「
隠
れ
た
性
質
」
に
よ

る
伝
統
的
な
説
明
を
徹
底
し
て
批
判
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
し
て
彼
の
意
図
は
、
遠
隔
伝
染
の
説
明
に
お
い
て
非
常
に
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
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遠
隔
伝
染
は
、
そ
の
仕
組
み
が
日
常
的
経
験
に
よ
っ
て
は
ま
っ
た
く
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
星
辰
の
影
響
、
「
隠
れ
た
性
質
」
や
「
ス

ピ
リ
ト
ゥ
ス
」
の
介
在
と
い
っ
た
形
而
上
学
的
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
伝
染
の
選
択
性
す
な
わ
ち
あ
る
伝
染
病
が
特
定
の

動
物
や
人
間
の
み
に
感
染
し
、
他
の
動
物
に
は
感
染
し
な
い
理
由
は
、
疾
病
の
原
因
と
な
る
も
の
と
動
物
と
の
類
比
に
基
づ
く
「
共
感
」

（
望
ョ
冒
旨
巴
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
た
。

と
く
に
「
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ス
」
に
よ
る
説
明
は
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て
盛
ん
に
主
張
さ
れ
て
い
た
。
「
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ス
」
は
新
プ
ラ
ト
ン
主
義

的
自
然
哲
学
に
お
い
て
非
常
に
重
要
視
さ
れ
、
人
間
に
お
い
て
霊
魂
と
肉
体
と
の
橋
渡
し
を
行
な
い
、
精
神
の
意
志
を
肉
体
に
伝
え
る
も
の

と
し
て
微
細
な
物
質
か
ら
な
る
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
は
、
宇
宙
全
体
を
一
つ
の
生
命
体
と
み
な
す
汎
霊
魂
論
宇
宙
論
で
は
、
宇
宙
の
精
神
で

あ
る
「
世
界
霊
魂
」
の
意
図
を
各
星
辰
さ
ら
に
は
自
然
界
の
各
物
体
の
霊
魂
に
伝
搬
し
、
宇
宙
の
調
和
を
維
持
す
る
こ
と
も
「
ス
ピ
リ
ト
ゥ

ス
」
の
務
め
だ
っ
た
。
さ
ら
に
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て
盛
ん
だ
っ
た
魔
術
思
想
に
お
い
て
は
、
「
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ス
」
は
、
世
界
中
の
万
物
を
動

（
Ⅲ
）

か
し
て
い
る
「
隠
れ
た
力
」
を
支
配
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
力
を
う
ま
く
利
用
す
る
こ
と
が
魔
術
理
論
の
核
心
だ
っ
た
。

フ
ラ
カ
ス
ト
ロ
に
よ
れ
ば
、
「
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ス
的
」
な
も
の
と
は
「
感
覚
と
知
性
を
喚
起
し
、
動
物
に
お
け
る
運
動
の
原
理
」
と
な
る
も
の
、

（
皿
）

具
体
的
に
は
我
々
に
あ
る
種
の
感
情
を
喚
起
す
る
よ
う
な
「
形
象
」
（
ｇ
の
§
の
）
や
「
模
像
」
（
の
自
己
の
国
）
を
意
味
し
て
い
た
。
「
ス
ピ
リ
ト
ゥ

ス
的
性
質
」
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
で
は
、
上
で
も
触
れ
た
よ
う
に
感
覚
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
な
い
「
隠
れ
た
性
質
」
（
呂
四
胃
幽
の
○
８
巳
国
）
を
説

明
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
、
汎
霊
魂
論
的
宇
宙
観
や
魔
術
思
想
で
も
重
要
視
さ
れ
て
い
た
。
フ
ラ
ヵ
ス
ト
ロ
は
、
遠
隔
伝
染
に
は
こ
の
よ
う

な
説
明
は
不
要
で
あ
っ
て
、
彼
の
「
種
子
」
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
説
明
さ
れ
る
と
力
説
す
る
。

「
こ
れ
ら
の
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ス
的
な
も
の
は
、
偶
然
的
に
知
性
に
お
い
て
存
在
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
流
出
す
る
も
の
が
現
存
す

る
間
し
か
持
続
し
得
な
い
。
だ
が
伝
染
を
遠
く
ま
で
も
た
ら
す
も
の
は
、
最
初
の
も
の
が
な
く
な
っ
て
も
媒
介
物
や
空
気
の
中
で
持
続

三
、
遠
隔
伝
染
と
伝
統
的
理
論
へ
の
批
判
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し
、
ま
た
あ
る
場
所
か
ら
他
の
場
所
へ
、
海
す
ら
も
越
え
て
移
動
す
る
。
こ
の
こ
と
が
、
最
初
の
も
の
か
ら
遠
く
離
れ
て
運
ば
れ
持
続

す
る
も
の
が
物
体
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
も
し
そ
の
物
体
が
た
し
か
に
場
所
か
ら
場
所
へ
運
動
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ス

ピ
リ
ト
ゥ
ス
的
な
性
質
に
よ
っ
て
働
き
か
け
る
と
言
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
不
必
要
な
も
の
に
訴
え
、
不
適
切
な
も
の
に

帰
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
も
し
伝
染
が
正
し
く
定
義
さ
れ
る
な
ら
ば
、
最
初
の
も
の
に
あ
っ
た
も
の
が
第
二
の
も
の
に

お
い
て
も
生
じ
ね
ば
な
ら
ず
、
両
者
に
お
い
て
原
理
は
同
一
で
あ
っ
て
、
第
三
の
も
の
、
第
四
の
も
の
、
そ
し
て
伝
染
を
受
容
し
た
他

（
過
）

の
も
の
に
お
い
て
も
同
一
で
あ
る
。
だ
が
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ス
的
な
も
の
は
い
ず
れ
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
自
ら
は
な
し
得
な
い
」

さ
ら
に
フ
ラ
カ
ス
ト
ロ
は
、
伝
染
が
星
辰
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
占
星
術
的
な
説
明
に
も
批
判
を
向
け
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

星
辰
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
も
の
は
「
光
輝
」
や
「
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ス
的
な
も
の
」
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
星
辰
が
伝
染
を
引
き
起
こ
す
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
あ
る
種
の
伝
染
が
星
辰
か
ら
生
じ
る
の
は
あ
く
ま
で
「
偶
然
に
よ
っ
て
」
ｅ
①
罵
四
月
己
の
易
）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
星
辰
自
体
が
熱

く
な
り
、
こ
の
熱
の
増
加
の
結
果
、
水
や
土
か
ら
大
量
の
発
散
物
が
生
じ
、
こ
の
発
散
物
が
様
々
な
種
類
の
腐
敗
を
引
き
起
こ
す
。
そ
の
腐

敗
か
ら
病
気
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
天
体
の
様
々
な
配
置
、
と
く
に
い
く
つ
か
の
惑
星
が
合
の
位
置
に
あ
り
、
さ
ら
に
重
要
な
恒

（
Ｍ
）

星
の
影
響
下
に
あ
る
と
き
が
そ
う
な
の
で
あ
る
。

星
辰
の
影
響
は
直
接
伝
染
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
く
、
地
上
お
よ
び
地
上
付
近
で
の
腐
敗
を
導
く
こ
と
と
い
う
間
接
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、

け
っ
し
て
「
隠
れ
た
性
質
」
に
よ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
地
上
で
の
腐
敗
を
導
く
も
の
に
は
、
空
気
に
関
し
て
は
、

天
頂
付
近
で
現
わ
れ
る
大
火
、
落
下
星
、
す
い
星
、
オ
ー
ロ
ラ
な
ど
、
ま
た
伝
染
病
が
流
行
っ
て
い
る
地
域
か
ら
吹
い
て
く
る
風
、
水
に
関

し
て
は
川
の
氾
濫
と
長
く
続
く
洪
水
、
と
く
に
後
に
残
さ
れ
た
沼
地
の
よ
う
な
濁
っ
た
場
所
、
大
地
に
関
し
て
は
非
常
に
多
く
の
昆
虫
、
と

く
に
バ
ッ
タ
の
発
生
や
頻
繁
に
起
こ
る
地
震
が
挙
げ
ら
れ
る
。
と
く
に
地
震
に
よ
っ
て
、
地
中
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
発
散
物
が
有
害
な

（
喝
）

性
質
を
獲
得
す
る
の
み
な
ら
ず
、
地
下
で
生
じ
て
い
る
腐
敗
に
よ
っ
て
病
気
が
非
常
に
発
生
し
や
す
く
な
る
の
で
あ
る
。

フ
ラ
カ
ス
ト
ロ
は
占
星
術
的
説
明
を
断
固
と
し
て
否
定
し
、
そ
れ
を
、
粘
り
強
い
結
合
か
ら
な
る
分
解
し
づ
ら
い
粒
子
が
遠
方
ま
で
空
気
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フ
ラ
カ
ス
ト
ロ
の
「
種
子
」
の
伝
染
理
論
は
、
伝
染
の
原
因
を
環
境
と
り
わ
け
大
気
の
汚
染
や
星
辰
の
影
響
に
求
め
た
伝
統
的
理
論
を
、

さ
ら
に
粒
子
論
に
基
づ
い
て
説
明
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
こ
の
粒
子
論
的
考
察
の
背
景
に
は
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
古
代
原
子
論
の

復
興
が
あ
っ
た
。
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の
『
事
物
の
本
性
に
つ
い
て
」
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
再
発
見
さ
れ
、
以
後
伝
統
的
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
自
然
学
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
、
自
然
哲
学
の
新
し
い
試
み
に
理
論
的
基
盤
を
提
供
し
て
い
た
。
『
事
物
の
本
性
に
つ
い
て
」
の
最
終
巻
で

は
病
気
の
原
因
が
原
子
論
の
視
点
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「
さ
て
、
病
気
の
原
因
は
一
体
何
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
い
か
な
る
方
面
か
ら
病
気
の
力
が
急
に
集
結
し
て
、
人
類
や
牧
畜
の
群
に

向
か
っ
て
致
命
的
な
災
害
を
吹
き
付
け
得
る
の
か
を
説
く
こ
と
と
し
よ
う
。
…
病
気
や
死
を
も
た
ら
す
原
子
も
ま
た
多
量
に
浮
遊
し
て

い
る
に
違
い
な
い
。
こ
れ
ら
が
あ
る
機
会
に
、
偶
然
集
結
し
て
、
天
空
を
か
き
乱
す
と
、
空
気
が
病
的
に
な
る
。
そ
し
て
、
病
気
の
あ

ら
ゆ
る
力
や
疫
病
は
外
部
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
雲
や
霧
の
よ
う
に
、
上
方
か
ら
天
空
を
通
っ
て
来
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
時
季
の
外
れ
た

雨
や
日
光
に
打
た
れ
た
湿
気
を
帯
び
た
大
地
が
腐
敗
す
る
に
い
た
っ
た
と
き
、
往
々
大
地
そ
の
も
の
か
ら
発
生
し
て
、
立
ち
昇
る
か
で

あ
る
。
…
た
ま
た
ま
我
々
に
慣
れ
な
い
天
空
が
運
動
を
起
こ
し
て
、
有
毒
な
空
気
が
広
が
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
霧
や

に
よ
っ
て
運
ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。
彼
の
「
種
子
」
は
感
覚
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
な
い
思
惟
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
彼
が
「
種
子
」
の
理
論
を
強
く
説
い
た
背
景
に
は
、
神
秘
的
な
も
の
を
排
除
し
、
自
然
に
固
有
の
原
理
に
よ
っ
て
説
明
し
よ

う
と
い
う
徹
底
し
た
自
然
主
義
の
立
場
が
あ
っ
た
。
事
実
、
彼
は
こ
の
著
作
の
付
録
と
し
て
付
け
た
序
論
と
も
い
う
べ
き
『
事
物
の
共
感
と

反
感
に
つ
い
て
』
ｅ
の
望
ョ
冒
旨
“
＆
四
目
目
号
国
『
の
『
屋
ョ
）
に
お
い
て
、
自
然
に
固
有
な
原
理
に
と
し
て
「
共
感
」
の
役
割
を
認
め
つ
つ
も
、

そ
れ
は
一
般
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
超
自
然
的
な
存
在
と
の
関
係
を
仲
介
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
自
然
の
事
物
の
レ
ベ
ル
で
自
然
学

（
略
）

的
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

四
、
伝
染
理
論
と
粒
子
論
の
復
活
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雲
の
よ
う
に
徐
々
に
広
が
っ
て
、
そ
の
進
む
先
い
た
る
と
こ
ろ
を
か
き
乱
し
、
異
変
を
生
じ
さ
せ
、
そ
れ
が
つ
い
に
我
々
の
空
に
来
れ

（
Ｆ
）

ぱ
、
我
々
の
空
を
毒
し
、
自
身
と
同
化
さ
せ
、
我
々
に
合
わ
な
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
も
起
こ
る
。
」

一
五
二
五
年
に
は
フ
ラ
カ
ス
ト
ロ
の
友
人
で
あ
る
ナ
ヴ
ァ
ジ
ェ
ロ
に
よ
っ
て
『
事
物
の
本
性
に
つ
い
て
』
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、
彼
は
こ

（
肥
）

れ
を
読
み
、
こ
の
疫
病
に
関
す
る
一
節
か
ら
着
想
を
得
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
フ
ラ
カ
ス
ト
ロ
は
、
病
気
の
原
因
を
体
液
の
不
均
衡
や
腐

敗
に
帰
す
る
点
で
は
明
ら
か
に
伝
統
的
な
医
学
理
論
の
圏
内
に
と
ど
ま
り
つ
つ
も
、
同
時
に
説
明
な
困
難
な
伝
染
の
問
題
を
説
明
す
る
た
め

に
粒
子
論
を
取
り
入
れ
よ
う
と
試
み
た
と
い
え
よ
う
。
彼
は
遠
隔
伝
染
を
星
辰
の
影
響
と
す
る
占
星
術
や
何
か
超
自
然
的
な
存
在
の
介
入
を

認
め
る
魔
術
的
理
論
を
徹
底
し
て
批
判
し
、
粒
子
論
に
基
づ
い
て
、
そ
の
原
因
を
自
然
の
中
に
求
め
よ
う
と
い
う
自
然
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー

こ
の
自
然
主
義
の
姿
勢
は
、
彼
が
学
ん
だ
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
で
活
躍
し
て
い
た
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
彼

ら
の
立
場
は
パ
ド
ヴ
ァ
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
と
呼
ば
れ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
体
系
に
基
づ
き
つ
つ
も
、
自
然
に
内
在
す
る
原
理

と
理
性
的
に
基
づ
く
議
論
の
み
に
基
づ
い
て
洞
察
を
行
な
お
う
と
し
た
。
こ
の
自
然
主
義
の
姿
勢
は
一
六
世
紀
を
通
じ
て
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
で

（
岨
）

発
展
さ
せ
ら
れ
た
が
、
さ
ら
に
一
七
世
紀
に
入
り
、
ガ
リ
レ
オ
ら
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
科
学
革
命
に
も
繋
が
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

チ
を
行
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

文
献

（
１
）
フ
ラ
カ
ス
ト
ロ
の
人
生
と
業
績
に
関
し
て
は
、
以
下
の
研
究
を
参
照
。
国
曽
ご
豆
ｐ
国
・
“
甸
国
８
胃
）
８
》
Ｑ
８
両
目
○
』
宣
山
弓
旨
⑦
旨
９
局
》

○
・
の
、
２
巴
．
希
Ｑ
）
酬
口
旨
画
９
国
昌
旦
の
、
庸
昌
弓
、
國
○
脆
昂
乞
茸
軍
ｚ
ｇ
ご
屋
日
〆
邑
ご
ｌ
蟹
）
》
く
巳
・
評
の
ヨ
、
ｇ
》
ロ
．
内
国
昂
の
Ｑ
①
貝
罵
言
で
○
の
ご
ｇ
〕

ａ
の
茸
○
両
目
５
甸
崗
画
の
四
の
ご
ｄ
デ
ヨ
昏
国
の
己
①
ｇ
巴
詞
①
討
罠
弓
の
①
８
津
吊
、
ｏ
員
同
隅
）
○
｝
国
門
四
ｇ
閏
》
四
口
旦
冒
帛
冒
四
月
閉
旦
函
耐
弓
ゴ
の
○
吋
望
（
）
自
己
貯
９
５
口
．

シ
ベ
ョ
巴
ｍ
旦
昌
①
ｇ
ｏ
巴
国
厨
８
吋
ぐ
．
岸
干
謹
〕
ご
弓
．

（
２
）
甸
吋
四
。
四
浬
○
碕
○
》
⑦
．
”
の
宮
で
三
一
厨
○
吋
言
①
甸
吋
①
ロ
の
ゴ
ロ
肘
①
四
用
．
言
詳
宮
四
弓
吋
四
口
巴
呉
ざ
。
す
ぐ
国
望
ご
旨
旨
①
‐
国
』
‐
］
ｇ
］
白
ｂ
巨
呉
）
国
』
麗
卸
司
国
、
閉
８
吋
○

の
、
旨
昌
房
．
目
目
尻
．
ｇ
ｏ
‘
両
胃
呂
瞥
．
目
局
（
）
弓
胃
己
鴨
．
弓
岸
、
冨
吊
〕
岳
震
．
梅
毒
の
歴
史
に
関
し
て
は
、
Ｃ
吊
旦
〕
Ｑ
四
目
①
函
閨
ｇ
ｑ
ａ

の
琶
口
三
一
厨
．
盲
．
．
ｍ
昌
男
国
吋
四
口
ユ
○
○
戸
閏
】
Ｑ
国
．
吊
豈
〈
①
》
○
四
コ
ご
ず
国
・
ぬ
ゆ
弔
巳
詳
旦
も
Ｈ
①
の
の
》
」
＠
や
Ｐ
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第
二
章
、
伝
染
に
お
け
る
第
一
の
相
違
に
つ
い
て
。

第
三
章
、
接
触
の
み
に
よ
っ
て
感
染
す
る
伝
染
に
つ
い
て
。

第
四
章
、
媒
介
物
に
よ
っ
て
感
染
す
る
伝
染
に
つ
い
て
。

第
五
章
、
遠
く
に
及
ぶ
伝
染
に
つ
い
て
。

第
六
章
、
遠
く
に
及
ぶ
伝
染
の
原
因
は
隠
れ
た
性
質
に
還
元
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
。

第
七
章
、
ど
の
よ
う
に
し
て
伝
染
の
種
子
は
遠
く
へ
そ
し
て
世
界
中
へ
運
ば
れ
る
の
か
。

第
八
章
、
伝
染
の
類
比
に
つ
い
て
。

第
九
章
、
あ
ら
ゆ
る
伝
染
は
一
種
の
腐
敗
か
。

第
一
○
章
、
な
ぜ
病
気
の
中
に
は
伝
染
的
な
も
の
と
伝
染
的
で
な
い
も
の
が
あ
る
の
か
、
ま
た
な
ぜ
伝
染
的
な
病
気
は
穏
や
か
な
の
か
。

第
二
章
、
ど
の
よ
う
に
伝
染
は
毒
と
一
致
し
、
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
。

第
一
二
章
、
伝
染
の
他
の
相
違
に
つ
い
て
。

第
一
三
章
、
伝
染
の
徴
候
に
つ
い
て
。

（
３
）
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
以
下
の
羅
英
対
訳
版
を
用
い
た
。
司
国
８
里
目
》
の
．
即
○
○
国
国
四
目
》
○
○
口
目
四
○
吊
口
厨
①
開
＄
）
画
且
弓
馬
寓
目
用
具
‐

目
の
貝
．
弓
試
ず
く
与
呈
．
○
．
『
ご
凰
哩
冑
．
ｚ
①
弓
国
○
吋
〆
乞
ぢ
．
○
ｍ
．
甸
目
四
ｏ
ｇ
ｇ
、
旨
の
》
国
・
“
ロ
①
Ｃ
Ｏ
自
国
唱
○
ロ
①
輿
の
ｇ
］
国
唱
吊
扇
冒
○
号
尉
倶
①
目
昌
ｐ

ｐ
胃
胃
さ
国
の
』
弓
凰
冒
胃
．
く
①
ご
①
風
Ｐ
５
盆
一
○
℃
四
四
○
冒
昌
Ｐ
く
囚
吊
凰
伊
勗
訊
．

（
４
）
一
四
世
紀
中
頃
以
降
の
ペ
ス
ト
の
大
流
行
を
契
機
と
し
て
数
多
く
の
ペ
ス
ト
文
献
が
著
わ
さ
れ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
の
著
作
は
古
代
以
来
の
伝

統
的
な
学
説
を
紹
介
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
古
代
か
ら
の
感
染
理
論
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
。
Ｑ
、
ｚ
匡
茸
（
）
国
》
ぐ
．
”

弓
冨
艀
①
号
旦
目
開
閉
，
皆
〕
両
〆
亘
四
口
目
Ｏ
ｐ
ａ
ｏ
Ｏ
昌
侭
己
邑
四
目
冒
詩
目
白
〕
烏
ｇ
目
牙
の
⑦
昂
①
厨
８
号
の
詞
①
目
尉
閏
胃
①
冨
巴
旨
巴

国
誘
８
昼
．
冒
些
ｌ
置
唱
麗
穿
面
①
罠
ご
頤
冨
．
》
○
○
具
四
四
ｇ
目
一
⑦
閏
目
自
画
①
○
ｑ
、
の
己
①
の
昌
口
ご
也
二
山
詮
冒
国
】
国
匡
目
当
員
同
曽
己
甸
○
旦
閂
》

罰
．
希
昌
）
恥
○
○
コ
ご
幽
昌
○
己
同
］
旨
く
ｇ
ｏ
で
①
旦
国
旦
昏
①
国
一
胃
日
目
旦
巨
①
＆
ロ
ロ
①
戸
旨
Ｑ
ｏ
ｐ
ゞ
己
鋸
一
国
四
口
三
四
湧
国
翼
⑦
生
国
ご
ａ
８
口
目
①
具
四
国
Ｑ

冒
冒
曾
計
国
国
．
暗
甲
哩
藍
ヨ
○
○
日
で
四
昌
○
ご
国
弓
言
旦
○
℃
の
９
画
旦
吾
の
函
耐
８
ご
旦
冨
の
島
９
国
の
Ｆ
○
口
・
○
員
ら
露
．

第
一
巻
は
一
三
章
か
ら
構
成
』

第
一
章
、
伝
染
と
は
何
か
。

三
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
各
章
の
標
題
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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（
５
）

（
６
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（
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（
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（
叩
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（
Ⅲ
）

へへへへへ

1615141312
…ーｰー

（
岨
）

ヘ
７
－

〆
『
１
入
』

（
鴫
）

岸
ロ
異
口
、
○
画
己
‐
へ
可
Ｑ
・

「
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ス
」
の
概
念
と
魔
術
思
想
に
つ
い
て
は
、
ウ
ォ
ー
ヵ
ー

参
照
。
Ｑ
，
国
（
）
二
○
】
』
］
・
即
冨
①
ｇ
ｏ
巴
讐
国
冒
の
四
目
号
①
言
①
ｇ
ｇ
巴

甸
門
酉
○
四
の
貢
ｄ
叩
○
○
口
庁
四
四
（
）
ロ
．
○
ｍ
ロ
つ
一
画
吟
’
○

岸
ロ
〕
ロ
．
○
四
℃
‘
岸
○
部
○
牢
ｌ
ｏ
ｇ

「
事
物
の
共
感
と
反
感
に
つ
い
て
』
に
関
し
て
は
、
９
．
Ｆ
目
圃
凰
〕
固
函
曾
昌
Ｏ
８
巨
言
、
白
○
の
室
○
ｍ
（
藍
四
口
胃
貝
巴
①
己
①
］
ロ
の
望
日
冨
目
幽
囚

幽
昌
甘
胃
三
四
忌
日
目
昌
の
閏
○
面
目
○
司
岡
四
ｏ
塑
輿
○
３
．
シ
昼
①
三
①
日
○
コ
①
Ｑ
①
罠
Ｐ
Ｒ
四
Ｑ
①
日
冨
弓
Ｏ
ｍ
ｏ
ｍ
ｐ
画
呂
の
ｎ
国
旨
①
①
Ｆ
２
厨
吊
《
Ｆ
四

○
巳
ｇ
ご
す
四
国
理
》
．
哩
胃
』
娼
函
Ｉ
』
四
岸
］
。
、
Ｐ

ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
「
物
の
本
質
に
つ
い
て
』
樋
口
勝
彦
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
六
一
年
。
第
六
巻
、
三
二
～
一
二
頁
。
［
一
部
表
現
を
変
更
］

ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の
復
興
が
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
近
代
初
期
の
思
想
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
十
分
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

Ｑ
・
卑
耐
吾
目
四
目
］
】
言
．
画
》
冒
自
の
旨
の
．
甜
守
患
副
三
９
国
。
唱
、
曾
巴
邑
目
目
巨
日
２
８
日
目
の
冒
国
国
○
目
日
皀
．
ｚ
の
君
国
○
号
喝
ご

パ
ド
ヴ
ァ
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
と
自
然
主
義
に
関
し
て
は
、
拙
槁
「
ピ
エ
ト
ロ
・
ポ
ン
ポ
ナ
ッ
ッ
ィ
－
霊
魂
の
不
滅
性
と
自
然
主
義
」
、

『
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
霊
魂
論
』
三
一
八
～
一
五
八
頁
、
三
元
社
、
一
九
九
五
年
を
参
照
。

［
当
研
究
は
、
平
成
７
年
度
財
団
法
人
福
武
学
術
振
興
財
団
研
究
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
］

（
京
都
大
学
文
学
部
）

甸
尉
四
○
四
の
貢
○
”
○
○
Ｈ

冒
す
］
ユ
圭
、
四
℃
．
い
｝
、

胃
す
〕
Ｑ
，
○
四
℃
、
四
》
○

月
す
〕
Ｑ
’
○
四
℃
．
↑
》
］
四

目
す
］
口
．
ｎ
回
で
‐
『
》
四
令

旨
ご
茸
旦
、
○
画
己
‐
『
可
四
ｍ

「
ス
ピ
リ
ト
ー
ゥ
ス
｜

参
照
。
○
｛
．
国
○
二
ｃ

甸
吋
四
○
四
の
耳
○
叩
の
ｇ
、

胃
ウ
砕
・
．
、
四
℃
．
②
一
国
心

門
ウ
ー
ユ
．
○
四
℃
．
］
画
’
四

門
す
］
Ｑ
、
○
四
口
．
』
函
型
の

］
画
’
四
一
ｍ
ｍ
ｌ

』
函
却
つ
↑
１
ｍ
ｍ

○
○
Ｈ
呑
口
四
○
己

四
一
ｍ
ｌ
昌
一

画
一
１
つｍ

ｍ
ｌ
ｍ
↑

○
四
℃
．
］
罰
↑

『
ル
ネ
サ
ン
ス
の
魔
術
思
想
』
、
田
口
清
一
訳
、
平
凡
社
、
一
九
九
三

伊
曽
］
ぬ
匡
四
”
の
○
命
Ｆ
黙
①
目
吋
四
昌
庁
ざ
．
一
一
即
④
］
ｌ
』
四
戸
』
や
、
↑
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“
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GirolamoFracastoro'sContagionTheory

bvKazuvukilTO

GirolamoFracastoro(ca.1478-1553)isknowninthehistoryofmedicineforhisnamingofsyphilis.In

"Decontagioneetcotagiosismorbiseteorumcuratione",hepresentedhisowncontagiontheorybasedon

thecorpusculartheory.

Heinsistedthattheputrefactionofhumorscausedthedisease,andthatthisputrefactionistransmit-

tedby(fseminaria",whichareinsensibleparticles.Bythemodeoftransmissionof"seminaria''contagion

wasclassifiedintothreetypes-contagionbycontact,contagionbyfomes,andcontagionatadistance.

Asforcontagionatadistance,hecompletelydeniedtheastrologicaltheory,reducingittothe

influenceofstars,andthemagicalexplanationbytheinterventionof"spiritus''orsupernaturalbeings.

Hemadeanaturalisticapproachofinquiringintothecauseofcontagionintherealmofnature.

HisstudywasinfluencedbythephilosophersofPaduanUniversitywherehehadstudiedasastudent.

ThePaduanAristoteliansexplainedphysicalphenomenabymeansoftheimmanentprinciplesofnature

andrationality.TheirnaturalismmayhavealsoinfluencedthemethodofGalileo'snewscience.
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