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フ
ラ
ン
ス
人
医
師
ム
リ
エ
の
養
蚕
研
究
に
つ
い
て

―
帝
国
動
植
物
環
境
馴
化
協
会
の
講
演
か
ら―

須
長　

泰
一

伊
勢
崎
市
教
育
委
員
会

は
じ
め
に

幕
末
期
に
来
日
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
医
師
ピ
エ
ー
ル
・
ジ
ョ
セ
フ
・
ム

リ
エ
（P

ierre Joseph M
O

U
R

IE
R

）
は
、
名
古
屋
洋
学
校
・
東
京
外

国
語
学
校
・
司
法
省
明
法
寮
等
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
や
法
律
を
講
じ
た
お

雇
い
外
国
人
で
あ（

1
）る
。
ム
リ
エ
は
フ
ラ
ン
ス
に
一
時
帰
国
し
た

一
八
六
六
年
二
月
、
帝
国
動
植
物
環
境
馴
化
協
会
の
例
会
に
お
い
て
、

日
本
の
養
蚕
に
つ
い
て
の
講
演
を
行
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
講
演
に
つ
い
て
は
、
湯
浅
隆
氏
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
養
蚕

研
究
動
向
と
の
関
連
か
ら
、
そ
の
概
要
が
紹
介
さ
れ
、
詳
細
な
分
析
が

な
さ
れ
て
い（

2
）る
。

こ
の
ム
リ
エ
の
帝
国
動
植
物
環
境
馴
化
協
会
に
お
け
る
講
演
内
容
に

つ
い
て
は
、
管
見
の
限
り
、
湯
浅
氏
に
よ
る
要
約
が
知
ら
れ
る
の
み
で
、

こ
れ
ま
で
全
容
の
把
握
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
本
稿
は
ム
リ
エ
が
行
っ
た
帝
国
動
植
物
環
境
馴
化
協
会
で
の

講
演
記
録
を
訳
出
し
て
、
ム
リ
エ
の
養
蚕
研
究
の
一
端
を
紹
介
し
て
み

た
い
と
思
う
。

一　

ム
リ
エ
の
経
歴
と
日
本
で
の
活
動

ム
リ
エ
は
一
八
二
七
年
五
月
六
日
に
、
フ
ラ
ン
ス
・
ド
ロ
ー
ム
県
ト

リ
ニ
ャ
ン
で
生
ま
れ（

3
）た
。
モ
ン
ペ
リ
エ
大
学
医
学
部
を
一
八
五
〇
年
に

卒
業
し
、
一
八
五
四
年
か
ら
一
八
五
七
年
ま
で
ド
ロ
ー
ム
県
の
県
庁
所

在
地
で
あ
る
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
で
開
業
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
後
パ
リ
に
出
て
、
一
八
六
三
年
に
東
洋
語
学
校
で
レ
オ
ン
・

ド
・
ロ
ニ
ー
に
よ
り
始
め
ら
れ
た
日
本
語
講
座
に
聴
講
生
と
し
て
参
加

し
て
い
る
。
文
部
省
に
科
学
調
査
の
た
め
の
派
遣
（
私
費
）
許
可
を
得

て
、
一
八
六
四
年
八
月
三
日
に
カ
デ
ィ
ス
号
で
妻
子
を
伴
っ
て
来
日

し
、
横
浜
に
居
住
し（

4
）た
。
一
八
六
五
年
十
二
月
二
十
一
日
に
は
フ
ラ
ン

ス
郵
船
デ
ュ
プ
レ
ッ
ク
ス
号
で
一
時
帰
国
し
て
い
る
が
、
一
八
六
六
年

四
月
に
再
来
日
し
、
横
浜
居
留
地
一
七
一
番
や
山
手
二
二
八
番
・
二
二

九
番
に
居
留
し
た
。
横
浜
で
は
一
時
期
会
社
勤
務
を
し
た
と
の
情
報
も

あ
る
が
、
そ
の
詳
細
は
把
握
さ
れ
て
い
な
い
。
同
年
十
一
月
十
七
日
付

け
で
、
横
浜
か
ら
パ
リ
在
住
の
医
師
宛
に
ム
リ
エ
が
送
っ
た
手
紙
の
存

在
も
確
認
さ
れ
て
い（

5
）る
。
ま
た
横
浜
で
の
医
師
開
業
時
の
活
動
と
し
て

は
、
近
代
化
学
の
父
と
呼
ば
れ
て
い
る
尾
張
藩
出
身
の
開
成
所
教
授
宇

都
宮
三
郎
を
治
療
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い（

6
）る
。
そ
の
後
、
宇
都
宮

の
紹
介
に
よ
り
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
八
月
か
ら
、
名
古
屋
洋
学

校
の
フ
ラ
ン
ス
語
教
師
と
し
て
年
俸
四
千
円
で
雇
わ
れ
、
名
古
屋
久
屋

町
の
官
舎
に
居
住
し
た
。
ム
リ
エ
の
名
古
屋
時
代
の
活
動
を
示
す
も
の

と
し
て
、
次
の
よ
う
な
資
料
が
存
在
す（

7
）る
。

「
本
縣
洋
學
校
ト
病
院
ノ
間
、
寛
曠
ノ
地
ニ
檜
材
ノ
方
柵
ヲ
構
ヘ

屠
牛
第
一
場
ヲ
開
キ
タ
リ
、
方
法
ハ
佛
人
ム
ー
リ
ヱ
ノ
口
訣
ニ
據
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テ
尤
モ
精
巧
ナ
リ
」

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
七
月
、
名
古
屋
洋
学
校
仏
学
科
の
廃
止
に

伴
い
、
名
古
屋
を
去
り
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
三
月
か
ら
は
東
京

外
国
語
学
校
の
フ
ラ
ン
ス
語
教
師
に
着
任
し
、
月
給
二
百
五
十
円
で
勤

務
し
た
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
十
一
月
か
ら
は
、
司
法
省
明
法
寮

で
法
律
を
講
じ
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
三
月
か
ら
明
治
十
三
年

（
一
八
八
〇
）
四
月
ま
で
司
法
省
で
法
律
を
講
じ
た
ほ
か
通
弁
・
翻
訳

官
と
し
て
月
給
三
百
円
で
勤
務
し
て
い
る
が
、
日
本
語
に
精
通
し
て
い

る
た
め
、
授
業
や
法
律
顧
問
の
仕
事
に
通
訳
を
必
要
と
せ
ず
、
極
め
て

有
能
な
人
材
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い（

8
）る
。
明
治
十
一
年
（
一
八
七

八
）
頃
か
ら
体
調
を
崩
し
、
静
養
の
た
め
熱
海
・
箱
根
で
湯
治
を
行
っ

た
記
録
も
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
好
転
す
る
こ
と
も
な
く
、
明
治
十
三

年
（
一
八
八
〇
）
四
月
十
四
日
、
横
浜
か
ら
タ
ナ
イ
ス
号
で
帰
国
の
途

に
着
い
た
。
帰
国
後
の
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

二　

ム
リ
エ
の
講
演
に
つ
い
て

一
八
六
六
年
二
月
二
十
三
日
、
ム
リ
エ
が
日
本
の
養
蚕
に
つ
い
て
の

講
演
を
行
っ
た
帝
国
動
植
物
環
境
馴
化
協
会
（L

a socié té  im
pé riale 

zoologique d’A
cclim

atation

）
は
、
世
界
各
地
の
動
植
物
の
研
究
を
対

象
と
し
て
、
一
八
五
四
年
に
創
立
さ
れ
た
団
体
で
あ
る
。
そ
の
当
時
、

フ
ラ
ン
ス
の
養
蚕
業
は
蚕
病
の
影
響
で
大
き
な
打
撃
を
受
け
て
い
る
渦

中
に
あ
り
、
帝
国
動
植
物
環
境
馴
化
協
会
で
も
、
積
極
的
に
諸
外
国
の

蚕
虫
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
、
横
浜
に
居
住

し
て
い
た
ム
リ
エ
が
実
際
に
見
聞
し
た
日
本
の
養
蚕
業
の
概
況
を
伝
え

た
講
演
は
、
内
外
か
ら
注
目
を
集
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、

こ
の
講
演
記
録
は
『
帝
国
動
植
物
環
境
馴
化
協
会
会
報
』（L

e B
ulletin 

de la socié té  im
pé riale zoologique d’A

cclim
atation

）
一
八
六
六
年

号
、
九
〇
〜
九
七
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

﹇
訳
文
﹈

　

日
本
の
養
蚕
に
つ
い
て

ム
リ
エ
医
師

（
一
八
六
六
年
二
月
二
十
三
日　

例
会
）

突
然
、
日
本
を
去
る
こ
と
が
強
い
ら
れ
た
の
は
、
私
に
と
っ
て
か
な

り
辛
い
出
来
事
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
私
は
来
る
四
月
、
再
び
日
本

に
戻
る
つ
も
り
で
あ
り
、
パ
リ
で
の
短
期
滞
在
を
利
用
し
て
、
こ
の
裕

福
な
国
の
養
蚕
文
化
に
関
し
て
、
私
が
学
ん
だ
こ
と
の
評
価
を
委
ね
る

の
が
責
務
で
あ
る
と
考
え
た
。

こ
の
問
題
は
い
つ
も
我
々
に
鋭
敏
な
心
配
を
引
き
起
さ
せ
る
が
、
そ

の
重
要
性
に
私
は
疑
問
を
持
た
ず
、
皆
様
の
寛
大
さ
に
よ
り
、
公
式
の

席
で
お
話
し
す
る
こ
と
を
お
許
し
下
さ
い
。

私
は
約
一
年
半
、
横
浜
に
住
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
国
に
つ
い

て
は
ま
だ
極
め
て
不
完
全
で
僅
か
に
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
。
わ
が

社
会
が
注
目
し
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
ず
事
情
を
完
全
に
把
握
し

た
上
で
し
か
、
働
き
か
け
を
行
わ
な
い
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
言
わ

ば
、
い
つ
か
は
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
気
候
、
風
習
へ
の
知
識
、
そ
し

て
恐
ら
く
数
年
で
我
々
の
新
し
い
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
る
遠
い
島
の
習
慣

に
関
し
て
、
私
は
極
東
の
フ
ラ
ン
ス
主
義
者
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
辞
さ
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な
い
。

医
師
と
し
て
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
中
国
と
比
較
し
て
、
日
本
人
は

む
し
ろ
気
転
が
利
き
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
科
学
を
疑
問
視
し
な
い
。
す
ぐ
に

私
は
か
な
り
遠
隔
地
で
、
通
商
関
係
を
結
ぶ
現
地
の
あ
ら
ゆ
る
階
層
の

人
々
と
交
際
を
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

わ
が
社
会
が
毎
日
こ
の
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
国
へ
貢
献
す
る
こ
と
に

な
る
偉
大
な
活
動
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
私
の
確
信
を
疑
わ
な

い
で
欲
し
い
。
機
会
が
あ
れ
ば
、
我
々
の
関
心
事
に
つ
い
て
可
能
な
限

り
広
め
よ
う
と
努
め
、
そ
れ
は
養
蚕
に
つ
い
て
の
総
括
的
な
概
要
で
あ

り
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
記
録
は
ほ
と
ん
ど
規
則
的
に
採
取
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
皆
様
に
伝
え
た
い
と
思
う
。

そ
れ
は
わ
が
国
の
素
晴
し
い
産
業
を
荒
廃
さ
せ
た
病
気
に
新
薬
を
提

供
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
養
蚕
農
家
の
理
解
に
手
を
差
し
伸
べ

る
こ
と
で
あ
り
、
し
か
し
、
両
国
の
飼
育
法
を
比
較
す
れ
ば
、
我
々
に

と
っ
て
有
益
な
思
考
も
出
て
く
る
だ
ろ
う
し
、
私
が
行
う
不
毛
な
言
語

学
研
究
も
大
き
く
報
わ
れ
る
だ
ろ
う
と
考
え
た
。

皆
様
は
、
日
本
帝
国
を
構
成
す
る
四
島
の
地
誌
と
火
山
の
自
然
を
よ

く
知
っ
て
い
る
と
思
う
が
、
四
島
の
中
で
最
大
の
も
の
は
、
ニ
ッ
ポ
ン

島
で
あ
り
、
全
長
を
深
い
森
林
の
山
脈
に
よ
り
分
断
さ
れ
て
、
見
事
に

耕
作
さ
れ
た
棚
田
が
海
岸
ま
で
広
が
る
。
一
目
見
る
と
、
非
常
に
調
和

の
と
れ
た
魅
力
的
な
も
の
で
、
そ
の
素
晴
し
さ
が
記
憶
に
焼
き
付
け
ら

れ
る
。
唯
一
、
収
穫
時
に
は
信
州
（
信
濃
）
と
奥
州
（
陸
奥
）
の
二
県

が
絹
糸
生
産
の
特
性
を
有
す
る
。
実
際
、
こ
の
二
つ
の
地
域
は
依
然
、

始
ま
り
の
国
と
い
う
意
味
の
ホ
ン
バ
（
本
場
）
の
名
を
保
持
し
て
い
る
。

後
に
、
こ
の
特
性
は
別
の
県
へ
と
広
が
り
、
今
日
、
各
県
は
ミ
カ
ド
帝

国
の
土
地
を
自
由
に
耕
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
信
州
と
奥
州
に
次
ぐ

名
声
の
あ
る
地
域
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

上
州
（
上
野
）
で
は
、
前
橋
と
高
崎
が
重
要
な
集
荷
市
場
と
な
っ
て

い
る
。
下
仁
田
と
い
う
小
さ
な
町
周
辺
で
収
穫
さ
れ
る
も
の
は
、
ニ
ッ

ポ
ン
で
最
も
素
晴
し
い
絹
糸
で
あ
る
。

甲
州
（
甲
斐
）
の
絹
糸
は
、
一
般
的
に
固
く
、
非
常
に
美
し
い
も
の

で
あ
る
。
ま
た
ぶ
ど
う
も
生
産
す
る
が
、
そ
の
表
皮
は
少
し
厚
い
も
の

で
あ
り
、
食
通
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。

下
野
は
、
今
年
、
横
浜
へ
の
近
さ
か
ら
、
か
な
り
多
量
の
輸
出
用
蚕

種
を
供
給
し
た
。

房
州
つ
ま
り
（
武
蔵
）
は
タ
イ
ク
ン
政
治
の
本
拠
地
で
あ
る
江
戸
と

横
浜
、
量
的
に
は
か
な
り
少
な
い
が
、
郊
外
で
絹
糸
を
生
産
す
る
八
王

子
を
含
む
。

私
が
既
に
報
告
し
た
こ
の
六
県
は
、
山
間
部
中
位
の
高
原
に
位
置

し
、
窪
地
や
谷
は
灌
漑
さ
れ
て
、
水
田
と
し
て
利
用
さ
れ
、
穀
物
や
野

菜
が
栽
培
さ
れ
て
い
る
。
高
原
の
地
味
の
悪
い
土
地
は
完
全
に
桑
畑
と

し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
居
住
者
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
山
岳
地

帯
は
針
葉
樹
に
覆
わ
れ
て
い
る
。

桑
畑
は
ほ
と
ん
ど
南
仏
の
オ
リ
ー
ブ
畑
の
様
相
を
呈
し
、
木
陰
で
は

作
物
は
作
ら
れ
ず
、
唯
一
、一
年
の
各
時
期
に
、
畑
に
は
き
ち
ん
と
肥

料
が
入
れ
ら
れ
て
、
鋤
が
か
け
ら
れ
る
。
一
般
的
に
、
緑
の
枝
に
覆
わ

れ
た
若
木
が
生
垣
の
縁
を
形
成
し
た
。
き
ち
ん
と
し
た
管
理
で
、
刈
込

み
に
よ
る
簡
単
な
清
掃
し
か
受
け
ず
、
し
か
も
そ
れ
は
我
々
に
も
す
ぐ
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解
る
も
の
で
、
飼
育
時
や
必
要
と
し
た
時
に
し
か
行
わ
れ
な
い
。

こ
こ
で
ま
ず
皆
様
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
同
様
な
賢
明
さ
で
行
動
し
て

い
な
い
こ
と
を
お
知
ら
せ
し
た
い
。
実
際
、
葉
を
引
き
抜
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
か
な
り
木
を
傷
め
る
が
、
目
的
の
た
め
敢
え
て
切
断
す
る
。

お
そ
ら
く
誤
解
で
あ
る
が
、
全
体
的
な
分
泌
が
活
性
化
し
、
葉
の
発
育

を
増
進
し
、
そ
の
採
取
を
助
け
る
と
さ
れ
る
。

私
も
知
っ
て
い
る
が
、
わ
が
国
で
は
葉
が
量
的
に
多
く
、
大
き
く
、

栄
養
価
が
高
い
こ
と
を
我
々
は
成
功
と
考
え
て
い
る
（
と
い
う
こ
と

だ
）。
だ
が
、
吸
収
し
易
く
素
晴
し
い
素
材
や
本
当
の
養
蚕
と
は
、
私

の
友
人
で
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
非
常
に
学
識
の
あ
る
ジ
ュ
ジ
博
士
の

主
張
に
よ
る
と
、
よ
り
豊
富
に
な
る
だ
ろ
う
か
？　

そ
う
し
た
こ
と
は

確
実
に
な
く
、
分
泌
管
を
切
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
体
的
な
発
育
を

促
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
私
の
考
え
を
述
べ
れ
ば
、
水
質
部
と
水

葉
痕
が
過
剰
と
な
り
、
水
分
は
絹
糸
や
不
毛
の
予
防
に
全
く
意
味
が
な

い
！
…
…
そ
し
て
、
残
念
な
が
ら
！
わ
が
国
の
桑
木
は
ど
う
な
る
だ

ろ
う
か
？　

少
な
く
と
も
理
解
で
き
る
こ
と
は
、
頻
繁
に
繰
り
返
さ
れ

る
作
業
に
影
響
さ
れ
て
、
傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

皆
様
、
こ
の
貴
重
な
昆
虫
が
飼
育
さ
れ
て
い
る
信
州
の
藁
ぶ
き
家
に

つ
い
て
話
題
に
す
る
前
に
、
こ
れ
ま
で
皆
さ
ん
が
行
っ
て
き
た
方
法
と

お
そ
ら
く
対
照
的
な
考
え
に
あ
る
日
本
に
つ
い
て
注
目
し
て
み
た
い
と

思
う
。
家
は
極
端
に
分
割
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
他
人
の
応
援
を
得

る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
。
養
蚕
農
家
の
家
族
は
清
潔
な
手
で
収
穫
す

る
。
そ
れ
は
優
れ
た
出
来
栄
え
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
ま
た
私

は
時
々
発
生
す
る
宇
宙
や
大
気
の
大
異
変
と
見
做
す
つ
も
り
は
決
し

て
な
い
。
さ
ら
に
、
日
本
で
は
完
全
な
大
規
模
飼
育
は
存
在
し
な
い
。

皆
様
に
示
し
た
点
は
発
育
に
は
値
せ
ず
、
全
て
の
利
点
を
理
解
さ
せ

る
も
の
で
あ
る
。
幼
虫
の
飼
育
法
に
よ
っ
て
、
実
際
、
フ
ラ
ン
ス
を
引

き
付
け
る
活
性
化
は
、
管
理
や
衛
生
と
寿
命
の
条
件
に
よ
り
、
国
の
繁

栄
の
多
く
を
守
る
。
多
量
に
輸
入
さ
れ
て
い
る
中
で
、
毎
年
の
経
験
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
残
念
な
が
ら
日
増
し
に
よ
り
一
層
な
お
ざ
り
に
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
極
端
な
密
集
が
有
害
な
影
響
を
与
え
る

こ
と
を
議
論
す
る
の
は
容
易
だ
が
、
こ
の
重
要
な
生
物
の
種
類
に
つ
い

て
本
当
に
研
究
さ
れ
、
完
全
に
解
決
し
た
よ
う
に
も
見
る
こ
と
が
で
き

る
。…
…

日
本
で
も
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
蚕
種
を
選
別
す
る
飼
育
法
が
始
ま
っ

た
。
分
り
切
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
日
本
に
つ
い
て
の
事
実
だ
け
を
述

べ
て
き
た
。
ま
た
既
に
翻
訳
し
た
よ
う
に
、
蚕
種
は
毎
年
産
地
が
変
え

ら
れ
る
。
例
え
ば
、
今
年
、
信
州
の
蚕
種
は
奥
州
産
よ
り
多
か
っ
た
。

奥
州
産
は
上
州
産
よ
り
多
い
。
そ
し
て
来
年
は
反
対
に
、
上
州
産
は
信

州
産
よ
り
多
く
な
る
。
こ
の
事
実
を
環
境
変
化
に
よ
る
一
種
の
刷
新
と

見
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
？
…
…

選
別
さ
れ
た
カ
ル
ト
ン
（
種
紙
）
が
養
蚕
農
家
の
天
井
か
ら
吊
り
下

げ
ら
れ
て
、
さ
ら
に
孵
化
は
完
全
に
自
然
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
一
般
的
に
気
温
の
状
況
に
よ
っ
て
、
三
月
末
か
ら
四
月
十
五
日

ま
で
に
行
わ
れ
る
。（―

）

孵
化
し
た
蚕
は
中
型
の
竹
（
ド
フ
ィ
ネ
や
プ
ロ
バ
ン
ス
の
ダ
イ
チ
ク

に
似
て
い
る
）
の
机
の
上
に
集
め
ら
れ
、
お
よ
そ
四
齢
ま
で
若
葉
が
与

え
ら
れ
る
。
一
日
に
二
回
、
給
餌
が
行
わ
れ
、
朝
は
九
時
か
ら
十
時
、
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夕
方
は
四
時
頃
で
あ
る
。
飼
育
期
間
中
、
毎
日
洗
浄
さ
れ
拭
か
れ
た
鋏

を
用
い
て
、
葉
が
手
仕
事
で
切
り
離
さ
れ
、
摘
み
取
ら
れ
る
。
黄
ば
ん

だ
も
の
、
萎
れ
た
も
の
、
染
み
の
あ
る
も
の
は
入
念
に
除
去
さ
れ
る
。

そ
れ
か
ら
蚕
が
小
さ
い
時
に
は
、
よ
り
細
か
く
刻
ま
れ
、
多
量
に
与
え

ら
れ
る
。

四
齢
か
ら
、
お
そ
ら
く
手
作
業
で
引
き
抜
か
れ
、
選
別
さ
れ
た
若
葉

が
使
用
さ
れ
、
蚕
の
食
欲
に
応
じ
て
、
再
度
、
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
時

期
を
ブ
リ
フ
（
食
事
期
）
と
呼
ぶ
。
し
か
し
、
ま
だ
蚕
蛾
の
成
り
損
な

い
に
過
ぎ
な
い
。
い
か
な
る
場
合
で
も
、
湿
っ
た
も
の
は
摘
ま
れ
ず
、

食
物
を
極
め
て
欠
い
た
状
態
が
絶
食
期
で
あ
る
。
結
局
、
低
木
は
一
般

的
に
机
の
上
で
西
洋
菜
種
の
乾
い
た
茎
だ
け
が
横
置
き
で
使
用
さ
れ
る
。

一
般
的
な
手
入
れ
と
し
て
は
、
細
心
な
清
掃
が
絶
え
ず
実
行
さ
れ
、

そ
し
て
蚕
は
小
さ
な
竹
箸
で
し
か
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
取

り
扱
い
は
慣
例
的
で
極
め
て
簡
単
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
日
本
人
は
健
康

と
全
体
的
な
体
力
を
妨
げ
る
も
の
と
し
て
、
早
熟
す
ぎ
る
発
育
を
考
慮

し
、
部
屋
に
は
火
の
気
が
な
く
、
し
か
し
、
例
外
的
な
寒
さ
や
湿
度
が

極
め
て
高
い
場
合
に
、
小
さ
な
木
炭
コ
ン
ロ
が
点
火
さ
れ
た
。
そ
れ
は

平
凡
な
も
の
で
、
温
度
の
調
和
を
保
つ
た
め
に
置
か
れ
る
。
芳
香
性
そ

の
他
の
燻
蒸
に
つ
い
て
は
、
煙
か
ら
厳
し
く
保
護
さ
れ
、
ま
し
て
コ
ン

ロ
に
よ
る
料
理
な
ど
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
家
の
中
で
飼
育
が

行
わ
れ
て
い
る
時
は
、
大
声
で
話
す
こ
と
や
物
音
を
立
て
る
こ
と
、

人
々
が
集
ま
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
る
。
蚕
は
可
能
な
限
り
、
ま
ば
ら
な

状
態
に
し
、
給
餌
間
隔
の
採
用
、
絶
え
ず
選
別
を
実
行
す
る
こ
と
は
、

配
置
方
法
と
病
気
か
ら
遠
ざ
け
る
二
つ
の
目
的
が
あ
り
、
非
常
に
賢
明

な
原
理
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

蚕
座
替
え
は
脱
皮
ご
と
に
行
わ
れ
る
が
、
給
餌
は
そ
の
貧
弱
さ
を
考

慮
さ
れ
、
蚕
は
ま
ば
ら
に
置
か
れ
る
。
実
際
、
籠
は
非
常
に
小
さ
な
も

の
で
あ
る
。

島
国
で
は
不
衛
生
を
完
全
に
避
け
る
こ
と
が
よ
く
理
解
さ
れ
て
い
る

が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
十
分
に
考
慮
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
！

ま
た
皆
様
が
考
え
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
条
件
で
も
飼
育
は
た
っ
た

五
十
日
か
ら
五
十
五
日
し
か
持
続
し
な
い
！　

だ
が
、
結
果
が
好
ま
し

い
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
時
間
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
の
か
？

皆
様
、
今
話
し
た
非
常
に
遠
く
離
れ
た
国
の
養
蚕
文
化
が
導
入
さ
れ

る
こ
と
を
私
は
確
信
し
て
い
る
。
実
際
、
私
は
二
十
年
前
か
ら
、
ド

ロ
ー
ム
県
の
見
知
ら
ぬ
村
々
で
見
た
飼
育
法
を
よ
く
覚
え
て
い
る
が
、

そ
こ
で
は
選
別
さ
れ
て
乾
燥
し
た
葉
が
慎
ま
し
く
与
え
ら
れ
て
い
た
。

部
屋
に
は
ほ
と
ん
ど
火
の
気
が
な
く
、
風
通
し
も
良
い
。
蚕
は
ま
ば
ら

に
飼
育
さ
れ
、
均
一
化
し
て
い
た
。
等
々
。
荒
廃
に
至
ら
せ
た
失
敗
の

連
続
に
開
明
し
た
人
々
の
中
で
、
こ
う
し
た
方
法
が
始
め
ら
れ
た
時
、

そ
れ
は
素
晴
し
い
成
果
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
さ
あ
！
皆

様
、
進
歩
は
常
に
革
新
で
は
な
く
、
健
全
な
教
義
の
保
持
に
あ
る
！
と

い
う
言
葉
の
魔
術
に
引
き
込
ま
れ
な
い
で
下
さ
い
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
に
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
の
飼
育
法
の

明
確
な
違
い
を
私
は
十
分
に
説
明
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
次
の
主
要
な
三

点
に
要
約
で
き
ま
す
。

１　

桑
の
栽
培
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２　

一
般
的
な
飼
育
法

３　

蚕
の
衛
生
と
給
餌

１　

日
本
で
は
地
味
の
悪
い
土
地
で
桑
が
栽
培
さ
れ
、
そ
し
て
刈
り

込
み
が
よ
く
実
施
さ
れ
、
完
全
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
養
蚕
の
真
髄
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
桑
木
か
ら
葉
が
引
き
抜
か
れ
、

そ
の
周
囲
で
は
別
の
作
物
が
栽
培
さ
れ
る
。
桑
木
の
段
階
的
な
衰
弱
は

別
と
し
て
も
、
特
に
樹
高
は
切
除
に
よ
っ
て
押
し
止
め
ら
れ
、
蚕
に
有

害
な
樹
液
の
増
加
し
か
生
み
出
さ
な
い
。

２　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
毎
年
、
大
規
模
な
飼
育
法
が
失
敗
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
お
そ
ら
く
何
も
気
付
く
こ
と
な
し
に
、
そ
の
方
法
が
相

変
わ
ら
ず
一
貫
し
、
恒
常
化
し
て
い
る
。
実
際
、
今
日
で
は
桑
の
根
元

に
作
物
が
存
在
す
る
こ
と
を
比
べ
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
十
年

来
、
多
く
の
養
蚕
農
家
の
飼
育
用
建
物
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
ま
ま
で
あ
る

の
に
、
そ
の
量
は
少
な
く
と
も
四
、五
倍
に
増
大
し
、
二
十
年
前
、
あ

る
養
蚕
農
家
で
は
極
め
て
少
量
で
あ
っ
た
も
の
が
、
実
際
、
現
在
は
同

じ
土
地
と
蚕
室
で
五
倍
の
量
に
な
る
！
当
時
は
成
功
を
収
め
、
今
日
は

失
敗
し
か
な
い
。
誰
の
せ
い
か
？
こ
の
大
原
則
を
無
視
し
て
、
日
本
で

よ
く
理
解
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
作
物
や
大
気
や
品
種
を
適
用

す
る
蚕
虫
を
拒
め
な
い
。

３　

自
然
の
摂
理
で
二
倍
以
上
あ
る
蚕
の
寿
命
を
二
十
日
か
ら

二
十
五
日
に
制
限
す
る
こ
と
を
望
む
わ
が
国
の
習
癖
を
私
は
決
し
て
理

解
で
き
な
い
。
日
本
で
は
、
早
生
の
飼
育
法
は
知
ら
れ
ず
、
そ
れ
が
簡

単
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
強
く
疑
う
。
実
際
、
自
然
飼
育
で
は
い

く
つ
か
の
節
約
に
利
点
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
は
桑
葉
の
節
約
、
労
働
力

の
節
約
、
燃
料
の
節
約
と
雨
期
や
高
暑
期
の
心
配
事
の
な
さ
と
緊
急
を

要
し
な
い
蚕
座
替
え
等
々
で
あ
る
。…
…
だ
か
ら
抵
抗
す
る
こ
と
も
な

く
、
農
民
の
良
識
に
委
ね
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
る
の
か
？

皆
様
、
私
が
考
え
て
い
る
こ
と
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
物

で
も
、
結
論
は
簡
単
で
あ
る
。
悪
い
飼
育
法
に
よ
り
、
国
内
外
の
品
種

は
失
わ
れ
、
十
分
に
研
究
さ
れ
た
賢
明
で
健
全
な
教
義
を
適
用
す
る
こ

と
に
よ
り
、
我
々
は
刷
新
へ
と
到
達
す
る
。
日
本
は
連
鎖
を
断
ち
切
る

こ
と
へ
の
頼
み
の
綱
を
与
え
る
よ
う
に
見
え
る
。
特
に
わ
が
総
領
事
代

理
と
タ
イ
ク
ン
政
府
（
徳
川
幕
府
）
が
自
由
と
誠
意
で
通
商
を
望
ん
だ

時
に
は
、
我
々
は
高
価
で
曖
昧
な
再
生
産
の
試
み
に
委
ね
る
こ
と
な

く
、
調
達
面
で
良
好
な
取
引
が
で
き
、
し
か
も
豊
富
に
供
給
が
で
き
る

こ
の
素
晴
し
い
国
へ
出
向
く
こ
と
を
恐
れ
な
い
で
下
さ
い
。

（
１
）
普
通
、
養
蚕
国
の
気
温
観
測
の
公
式
記
録
に
よ
る
と
、
四
月

が
十
二
度
、
五
月
が
十
六
度
、
六
月
が
十
九
度
で
あ
り
、
同

時
期
の
横
浜
の
気
温
は
、
十
四
度
、
十
八
度
、
二
十
一
度
で

あ
る
。（

帝
国
動
植
物
環
境
馴
化
協
会
会
報　

一
八
六
六
年
号
）

お
わ
り
に

ム
リ
エ
は
幕
末
期
か
ら
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
ま
で
、
日
本
に

長
期
間
滞
在
し
て
い
た
が
、
本
来
の
職
業
で
あ
る
医
師
と
し
て
の
活
動
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は
、
横
浜
に
居
住
し
た
極
め
て
短
い
期
間
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
後
、
ム
リ
エ
は
フ
ラ
ン
ス
語
や
法
律
の
お
雇
い
教
師
と
し

て
各
地
で
活
動
し
た
傍
ら
、
多
分
野
に
わ
た
る
日
本
の
貴
重
書
籍
を
収

集
し
て
、
精
力
的
に
日
本
研
究
を
進
め
て
い（

9
）る
。
そ
の
中
で
も
ム
リ
エ

の
関
心
が
日
本
の
養
蚕
に
寄
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
本
講
演
の
後
に

も
『
養
蚕
教
弘
録
』
と
『
奥
州
本
場
養
蚕
手
引
』
と
い
う
蚕
書
を
翻
訳

し
て
、『
帝
国
動
植
物
環
境
馴
化
協
会
会
報
』
で
発
表
を
行
っ
て
い
る

事
実
か
ら
も
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
養
蚕
研
究
と
い
う
点

で
は
、
本
講
演
が
ム
リ
エ
の
日
本
に
お
け
る
活
動
の
出
発
点
と
位
置
付

け
る
こ
と
も
可
能
で
、
本
史
料
が
幕
末
・
明
治
初
期
に
来
日
し
た
フ
ラ

ン
ス
人
医
師
の
多
様
な
活
動
の
一
端
を
示
す
極
め
て
貴
重
な
基
礎
文
献

で
も
あ
り
、
今
後
も
さ
ら
な
る
検
証
を
試
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

註

（
1
）
澤
護
『
お
雇
い
フ
ラ
ン
ス
人
の
研
究
』
二
六
頁
、
敬
愛
大
学
経
済
研
究
所
、

千
葉　

一
九
九
一

（
2
）
湯
浅
隆
「
１
８
６
０
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
日
本
蚕
書
の
評
価―

『
養
蚕
教
弘
録
』
仏
訳
の
意
味―

」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

第
二
六
集　
七
九
〜
九
六
頁
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
佐
倉
、
一
九
九
二

（
3
）
武
内
博
編
『
来
日
西
洋
人
名
辞
典
』（
改
訂
版
）
四
八
三
〜
四
八
四
頁
、

日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
、
一
九
九
四

（
4
）
ド
ベ
ル
ク
美
那
子
「
Ｐ
・
ム
リ
エ
の
日
本
地
図
手
写
本―

フ
ラ
ン
ス
語
訳

「
官
板
実
測
日
本
地
図
」―

」『
日
本
洋
学
史
の
研
究
Ⅷ
』
三
五
〜
六
五
頁
、

創
元
社
、
一
九
八
七

（
5
）
松
本
純
一
『
横
浜
に
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
郵
便
局―

幕
末
・
明
治
の
知
ら

ぜ
ら
る
一
断
面―

』
三
六
頁
、
柏
書
房
、
一
九
九
四

（
6
）
豊
田
市
郷
土
資
料
館
『
舎
密
か
ら
化
学
技
術
へ―

近
代
技
術
を
拓
い
た

男
・
宇
都
宮
三
郎―

』
五
四
〜
五
六
頁
、
豊
田
市
教
育
委
員
会
、
豊
田
、

二
〇
〇
一

（
7
）
前
掲
文
献
（
1
）、
一
二
頁

（
8
）
ユ
ネ
ス
コ
東
ア
ジ
ア
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
史
料
御
雇
外
国
人
』
四
三

七
〜
四
三
八
頁
、
小
学
館
、
一
九
七
五

（
9
）
ド
ベ
ル
ク
美
那
子
「
ム
リ
エ
蔵
書
目
録
と
初
期
フ
ラ
ン
ス
日
本
学
」『
日

本
洋
学
史
の
研
究
Ⅹ
』
二
五
三
〜
二
八
七
頁
、
創
元
社
、
一
九
九
一


