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近
代
日
本
研
究
第
三
十
四
巻
（
二
〇
一
七
年
）

特
集

慶
應
義
塾
大
学
医
学
部
設
置
一
〇
〇
年

近
世
・
近
代
日
本
の

花
柳
病
（
梅
毒
）・
死
流
産
・
出
生
力
の
因
果
関
係
を
め
ぐ
っ
て

―
―
慶
應
義
塾
、
そ
の
可
能
性
の
中
心
に
―
―

友

部

謙

一

は
じ
め
に

筆
者
が
慶
應
義
塾
を
離
れ
、
大
阪
大
学
へ
移
り
、
今
年
度
の
新
学
期
を
一
橋
大
学
で
迎
え
る
ま
で
、
都
合
十
年
に
わ
た
り
大
阪

に
て
近
代
日
本
の
乳
児
死
亡
と
感
染
症
の
歴
史
研
究
を
重
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
。
日
本
の
乳
児
死
亡
の
特
性
を
み
き
わ
め
る
た
め

に
は
、
近
世
に
残
さ
れ
た
史
料
で
は
ど
う
し
て
も
不
足
で
あ
り
、
さ
り
と
て
近
代
の
東
京
に
残
さ
れ
た
資
料
も
は
な
は
だ
心
も
と

な
い
と
判
断
し
、
歴
史
家
の
嗅
覚
に
従
い
大
阪
に
新
展
開
を
求
（
1
）

め
た
。
そ
の
十
年
間
に
大
阪
で
�
出
会
っ
た
�
研
究
や
研
究
者
は

戦
前
の
日
本
の
乳
児
死
亡
を
知
る
う
え
で
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
部
分
で
あ
り
、
歴
史
研
究
か
ら
み
る
と
ま
さ
に
情
報
知
識
の
宝
庫
で
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（
2
）

あ
っ
た
。
明
治
維
新
に
な
っ
て
た
し
か
に
東
京
へ
遷
都
さ
れ
た
が
、
産
業
や
都
市
機
能
の
集
積
の
み
な
ら
ず
、
知
識
・
情
報
の
集

中
化
と
い
う
点
で
も
、
一
時
期
ま
で
の
近
世
以
来
の
京
都
・
大
阪
を
中
心
と
し
た
近
畿
圏
の
優
位
性
は
正
直
否
定
で
き
（
3
）

な
い
。
そ

の
状
況
を
一
変
さ
せ
た
の
が
、
皮
肉
で
は
あ
る
が
関
東
大
震
災
と
い
う
突
発
型
の
大
惨
事
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

震
災
前
の
繁
栄
を
誇
示
し
て
い
た
大
阪
市
の
勤
労
世
帯
で
そ
の
乳
児
死
亡
を
み
て
い
る
と
、
会
社
の
寄
宿
舎
を
出
て
独
立
し
か
け

て
い
た
勤
労
世
帯
の
母
子
関
係
に
新
た
な
疾
病
が
襲
い
か
か
り
、
そ
の
疾
病
対
策
と
生
活
環
境
の
改
善
が
求
め
ら
れ
る
な
か
、
企

業
（
資
本
家
）・
行
政
・
社
会
資
本social

capital

が
一
体
と
な
っ
て
勤
労
世
帯
と
の
新
た
な
連
携
（
組
織
）
を
模
索
す
る
と
い

う
ま
る
で
勤
労
世
帯
を
実
験
場
と
す
る
よ
う
な
生
活
改
善
の
循
環
構
造
が
そ
の
頃
出
来
か
け
て
い
た
と
い
う
印
象
を

（
4
）

も
っ
た
。
こ

の
観
察
を
契
機
に
、
大
阪
市
の
中
心
船
場
に
あ
っ
て
、
近
く
に
薬
種
問
屋
の
集
ま
る
道
修
町
を
か
か
え
設
立
さ
れ
た
「
適
塾
」
周

辺
で
も
、
近
世
の
学
塾
が
実
験
場
と
な
り
製
薬
・
売
薬
・
治
療
と
い
う
事
業
連
関
の
改
善
を
め
ざ
し
て
い
く
と
い
う
近
代
と
同
じ

よ
う
な
循
環
構
造
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

乳
児
死
亡
を
思
考
の
端
緒
と
し
た
一
連
の
生
活
水
準
の
歴
史
研
究
を
行
う
な
か
で
、
一
六
世
紀
初
め
に
日
本
へ
飛
来
し
て
以

降
、
土
着
化
と
細
菌
進
化
を
遂
げ
な
が
ら
、
感
染
者
本
人
の
み
な
ら
ず
次
世
代
へ
も
激
烈
な
感
染
重
症
を
背
負
わ
せ
、
人
び
と
に

恐
怖
と
不
安
を
与
え
続
け
た
も
っ
と
も
印
象
的
な
慢
性
感
染
疾
患
が
梅
毒
（
黴
毒
）
で

（
5
）

あ
っ
た
。
明
治
に
入
り
、
花
街
（
花
柳

界
）
の
隆
盛
と
と
も
に
、
淋
病
や
軟
性
下
疳
な
ど
の
性
感
染
症
と
あ
わ
せ
て
「
花
柳
病
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

（
6
）

な
っ
た
。
江
戸
時

代
以
降
、
少
な
く
と
も
都
市
圏
に
お
け
る
感
染
の
広
ま
り
は
す
さ
ま
じ
く
、
後
に
み
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
三
都
を
席
捲
し
た
感
染

症
と
よ
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
。
こ
の
感
染
症
が
外
国
か
ら
の
指
摘
・
要
請
で
監
視
対
象
と
し
て
明
確
に
意
識
さ
れ
、「
検
黴
」

と
し
て
制
度
化
さ
れ
る
の
は
、
幕
末
か
ら
明
治
に
な
っ
て
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
場
合
に
よ
っ
て
は
外
見
の
変
形
を
伴
う
感
染

症
だ
け
に
当
初
か
ら
人
び
と
の
意
識
に
は
明
確
に
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
感
染
症

2



が
も
た
ら
す
生
命
危
機
へ
の
重
篤
性
は
、
胎
内
被
曝
に
よ
る
先
天
梅
毒
や
妊
娠
梅
毒
を
通
じ
た
出
生
力
へ
の
世
代
を
こ
え
て
着
実

に
蓄
積
さ
れ
る
み
え
に
く
い
負
の
影
響
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
妊
娠
梅
毒
に
よ
る
流
産
や
先
天
梅
毒
に
よ
る
死
産
の
増
加
の
結
果

と
し
て
、
人
間
出
生
力
の
低
下
と
い
う
現
象
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
因
果
関
係
が
い
つ
疫
学
的
に
確
定
し
た
の
か
は
不
明

で
あ
る
が
、
今
で
も
米
国
公
衆
衛
生
局
の
疵
と
な
っ
て
い
る
「
タ
ス
キ
ギ
ー
梅
毒
実
験Tuskegee

Syphilis
Experim

ent

」
事
件

（
一
九
三
〇
年
代
〜
一
九
七
〇
年
代
）
で
の
未
治
療
の
梅
毒
患
者
集
団
の
流
産
・
死
産
に
関
心
が
も
（
7
）

た
れ
、
さ
ら
に
発
展
途
上
国

で
は
そ
の
疫
学
調
査
が
依
然
と
し
て
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
性
交
渉→

梅
毒
罹
患→

腫
瘍
・
骨
変
形→

水
銀
治
療

と
い
う
梅
毒
言
説
（
第
一
言
説
）
は
江
戸
日
本
で
も
容
易
に
確
認
で
き
る
も
の
の
、
梅
毒
罹
患→

先
天
梅
毒→

不
健
康
嬰
児→

乳

児
死
亡
（
第
二
言
説
）
や
梅
毒→
妊
娠
梅
毒→

死
流
産→

出
生
力
低
下
（
第
三
言
説
）
と
い
う
言
説
に
た
ど
り
着
く
ま
で
に
は
ま

だ
長
い
時
間
が
必
要
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
回
、
そ
う
し
た
梅
毒
言
説
を
追
う
な
か
で
、
幕
末
維
新
の
時
期
に
い
ち
早
く
梅

毒
に
関
心
を
も
っ
た
日
本
人
医
師
の
ひ
と
り
で
あ
る
松
山
棟
庵
（
元
慶
應
義
塾
医
学
校
校
長
）、
さ
ら
に
二
〇
世
紀
初
頭
エ
ー
ル

リ
ッ
ヒ
と
と
も
に
当
時
特
効
薬
と
考
え
ら
れ
た
サ
ル
バ
ル
サ
ン
（
有
機
砒
素
化
合
物
）
を
合
成
し
た
秦
佐
八
郎
（
元
慶
應
義
塾
大

学
医
学
部
教
授
）、
こ
の
二
名
の
研
究
者
が
描
い
た
梅
毒
撲
滅
へ
の
シ
ナ
リ
オ
は
、
明
ら
か
に
先
天
梅
毒
・
妊
娠
梅
毒
に
関
す
る

言
説
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
言
説
を
形
成
あ
る
い
は
実
証
す
る
の
に
必
要
な
疫
学
的
な
証
拠
あ
る
い
は
近
代
日
本
の
壮
丁
花
柳

病
研
究
（
徴
兵
検
査
時
点
の
性
感
染
症
罹
患
研
究
）
の
資
料
と
し
て
欠
か
せ
な
い
『
花
柳
病
豫
防
ニ
關
ス
ル
報
告
』
を
猛
烈
な
情

熱
で
完
成
さ
せ
た
技
官
高
木
乙
熊
（
元
大
阪
府
衛
生
課
長
、
一
九
三
一
年
慶
應
義
塾
大
学
よ
り
医
学
博
士
授
与
）
は
独
自
の
視
点

か
ら
「
集
娼
」
の
危
険
性
を
訴
え
て
い
た
が
、
そ
の
疫
学
資
料
を
丁
寧
に
分
析
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
後
に
提

示
す
る
よ
う
に
、
花
柳
病
の
罹
患
と
死
産
の
動
か
ざ
る
関
係
と
そ
の
帰
結
と
し
て
の
出
生
力
の
低
下
で

（
8
）

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
驚
か

さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
偉
大
な
三
名
の
梅
毒
研
究
者
が
い
ず
れ
も
慶
應
義
塾
医
学
部
に
深
い
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
こ
と
だ
。

近世・近代日本の花柳病（梅毒）・死流産・出生力の因果関係をめぐって

3



こ
の
因
縁
の
淵
源
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
推
測
し
て
み
る
と
、
近
世
後
期
（
文
政
期
）
の
コ
レ
ラ
禍
に
苦
し
め
ら
れ
て

い
た
西
国
日
本
の
人
び
と
を
救
う
た
め
に
、
大
坂
道
修
町
（
薬
種
問
屋
町
）
で
創
成
さ
れ
た
一
粒
の
茶
褐
色
の
丸
薬
（
虎
頭
殺
鬼

雄
黄
円
、
残
存
す
る
の
は
安
政
五
年
製
剤
の
も
の
、
雄
黄
と
は
硫
化
砒
素
で
あ
る
）
と
同
じ
砒
素
化
合
物
で
あ
る
サ
ル
バ
ル
サ
ン

と
の
関
係
が
気
に
な
っ
て
（
9
）

く
る
。
こ
う
し
た
思
考
実
験speculation

を
通
じ
て
意
図
的
に
考
察
の
舞
台
を
広
げ
る
こ
と
に
よ
り
、

新
た
な
論
点
が
み
え
て
く
る
の
も
歴
史
研
究
の
面
白
さ
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
塾
祖
福
沢
諭
吉
が
そ
の
時
代
適
塾
で
行
っ
て

い
た
あ
の
有
名
な
異
臭
を
放
つ
実
験
と
は
ア
ン
モ
ニ
ア
生
成
が
主
目
的
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
何
の
目
的
で
適
塾
に
入

塾
し
た
の
か
、
は
た
ま
た
あ
っ
け
な
く
終
わ
っ
た
長
崎
�
遊
学
�
で
は
あ
っ
た
が
、
何
を
求
め
て
長
崎
へ
向
か
っ
た
の
か
、『
福

翁
自
伝
』
で
の
こ
の
あ
た
り
の
記
述
が
短
く
淡
泊
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
読
者
は
福
沢
、
長
崎
そ
し
て
大
坂
適
塾
の
関
係
探
索
に
一

層
想
像
力
を
か
き
た
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
緒
方
洪
庵
の
適
塾
が
目
標
と
し
た
も
の
が
狭
義
の
医
学
（
漢
方
・
西
洋
）
で

は
な
く
、
長
崎
海
軍
伝
習
所
に
連
な
る
化
学
（
舎
密
）・
物
理
（
窮
理
）
学
を
含
ん
だ
広
義
の
医
学
（
蘭
方
医
学
）
に
あ
っ
た
と

す
れ
ば
、
幕
末
に
鉄
砲
洲
の
桂
川
家
で
も
り
あ
が
っ
た
福
沢
と
蘭
語Chem

ie

に
「
化
学
」
の
訳
語
を
提
案
し
た
と
さ
れ
る
宇
都

宮
三
郎
と
の
親
密
な
関
係
も
論
理
的
に
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
未
知
の
事
象
に
は
触
れ
な
い
と
い
う
見
識

も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
あ
え
て
こ
れ
ら
の
事
柄
に
も
触
れ
な
が
ら
、
議
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

一
．
骨
考
古
学
か
ら
み
た
梅
毒
（
花
柳
病
）
の
社
会
史
・
検
黴
（
梅
毒
検
査
）・
啓
蒙

―
―
江
戸
か
ら
明
治
・
大
正
の
日
本
社
会
―
―

ま
ず
、「
梅
毒
の
社
会
史
」
か
ら
は
じ
め
た
い
。
あ
り
ふ
れ
て
い
る
が
そ
の
趣
旨
は
、「
梅
毒
は
人
間
社
会
と
と
も
に
あ
り
、
そ

4



の
態
様
は
多
様
で
あ
り
、
か
つ
進
化
・
変
転
す
る
」
と
い
う
点
に
（
10
）

あ
る
。
具
体
的
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
は
歴
史
的
に
「
ト

レ
パ
ノ
ー
マ
様
（
ら
せ
ん
状
の
と
い
う
意
味
）
の
ス
ピ
ロ
ヘ
ー
タ
（
真
正
細
菌
の
一
種
）」
が
数
種
類
存
在
し
て
お
り
、
と
き
に

外
部
よ
り
新
種
の
ス
ピ
ロ
ヘ
ー
タ
が
侵
入
す
る
と
、
梅
毒
と
人
間
の
関
係
に
変
化
が
お
こ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
振
り
返
っ
て

み
る
と
、「
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
新
大
陸
発
見
以
降
、
梅
毒
が
世
界
に
膾
炙
し
た
」
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
支
え
ら
れ
ど
の
国
の

梅
毒
史
も
ほ
ぼ
一
律
に
語
ら
れ
て
き
（
11
）

た
が
、
最
近
の
骨
考
古
学osteoarchaeology

の
目
覚
ま
し
い
進
展
に
（
12
）

よ
り
、
人
間
の
梅
毒

（
ト
レ
ポ
ネ
ー
マ
感
染
症
）
の
多
様
性
に
新
た
な
光
が
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
は
性
病
性
梅
毒
（
真
正
梅
毒
）ve-

nereal
syphilis

、
風
土
（
地
方
）
病
性
梅
毒endem
ic
syphilis

（
べ
ジ
ェ
ルbejel：

世
界
の
多
く
の
地
域
の
風
土
病
で
あ
る
。

こ
の
病
気
は
通
常
、
原
始
的
で
非
衛
生
的
な
環
境
に
住
む
患
者
に
お
い
て
生
じ
る
。
ベ
ジ
ェ
ル
の
臨
床
症
状
は
諸
段
階
に
分
け
ら

れ
る
。
粘
膜
の
斑
点
、
口
角
び
ら
ん
症
、
か
ゆ
み
の
な
い
皮
膚
発
疹
、
全
身
性
リ
ン
パ
節
腫
脹
は
初
期
に
お
け
る
重
要
な
症
状
で

あ
る
。
後
期
で
は
、
皮
膚
、
骨
、
軟
骨
の
疾
患
に
よ
り
、
と
く
に
鼻
や
口
蓋
に
深
刻
な
破
壊
を
も
た
ら
す
）、
非
性
病
性
ト
レ
ポ

ネ
ー
マ
症
（
ヨ
ー
ズyaw

s

・
フ
ラ
ン
ベ
ジ
アfram

boesia

・
イ
チ
ゴ
腫：

慢
性
再
発
性
疾
患
で
、
主
に
熱
帯
地
域
に
住
む
子
供
た

ち
に
影
響
を
与
え
る
。
主
な
臨
床
症
状
は
諸
段
階
に
分
類
さ
れ
、
初
期
段
階
で
は
皮
膚
病
変
の
感
染
で
、
そ
の
症
状
は
数
週
間
ま

た
は
数
ヶ
月
続
く
。
四
肢
と
指
、
足
指
の
骨
は
痛
み
と
膨
張
を
起
こ
す
。
初
期
段
階
を
過
ぎ
る
と
、
病
変
は
宿
主
免
疫
反
応
に
よ

り
治
ま
る
。
潜
伏
期
は
生
涯
に
わ
た
る
）、
最
後
に
先
天
性
梅
毒congenital

syphilis

（
妊
娠
中
、
ま
た
は
出
産
時
に
感
染
す
る
）

に
大
別
で
き
る
よ
（
13
）

う
だ
。
ピ
ン
タ
は
骨
に
痕
跡
を
残
さ
な
い
が
、
そ
れ
以
外
は
骨
に
病
変
が
及
ぶ
こ
と
が
（
14
）

あ
る
。
骨
考
古
学
の
証

拠
か
ら
み
る
と
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
邂
逅
し
た
西
イ
ン
ド
諸
島
の
人
び
と
と
共
に
あ
っ
た
ト
レ
ポ
ネ
ー
マ
感
染
症
は
実
に
さ
ま
ざ
ま

で
あ
り
、
そ
の
症
状
や
感
染
態
様
に
も
特
徴
が
あ
る
（
表
1
参
照
）。
こ
こ
で
注
目
す
る
べ
き
は
、
骨
考
古
学
の
領
域
で
も
性
病

性
梅
毒
以
外
の
梅
毒
ト
レ
ポ
ネ
ー
マ
感
染
症
の
主
役
が
幼
年
期
あ
る
い
は
思
春
期
の
子
供
た
ち
お
よ
び
先
天
梅
毒
の
乳
児
た
ち
で
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あ
っ
た
と
い
う
事
実
だ
。
つ
ま
り
、
ト
レ
ポ
ネ
ー
マ
感
染
症
は
激
烈
で

は
な
く
、
む
し
ろ
予
想
に
反
し
て
穏
や
か
な
罹
患
状
況
を
呈
し
て
い
た

と
思
え
る
が
、
こ
れ
ら
の
感
染
症
の
な
か
で
進
化
が
繰
り
返
さ
れ
、
や

が
て
激
烈
な
真
正
梅
毒
に
突
然
変
異
す
る
と
い
う
進
化
経
路
も
当
然
想

定
し
な
く
て
は
な
ら
（
15
）

な
い
。
ま
さ
に
最
新
の
骨
考
古
学
研
究
で
も
病
原

菌
も
人
間
と
と
も
に
あ
る
と
い
う
普
通
の
進
化
の
歴
史
が
み
え
て

（
16
）

く
る
。

さ
て
、
日
本
で
の
歴
史
の
な
か
の
梅
毒
罹
患
の
様
子
は
ど
う
で
あ
っ

た
か
。
こ
う
し
た
最
新
の
研
究
成
果
を
み
て
い
る
と
、「（
真
正
）
梅
毒

が
一
六
世
紀
頃
に
は
じ
め
て
日
本
に
や
っ
て
来
て
、
以
降
猛
威
を
振
る

い
全
国
を
席
捲
し
た
」
と
い
う
従
来
型
の
説
明
で
は
も
は
や
十
分
で
は

な
い
よ
う
に
思
う
が
、
残
念
な
が
ら
北
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
進
展
し
た

骨
考
古
学
の
梅
毒
研
究
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
日
本
の
研
究
は
ま
だ
な

い
。
そ
の
た
め
こ
こ
で
科
学
的
証
拠
を
交
え
た
議
論
は
で
き
な
い
が
、

「
梅
毒
の
社
会
史
」
を
議
論
す
る
う
え
で
、
不
可
欠
な
論
点
で
あ
る
ば

か
り
で
な
く
、
以
前
な
さ
れ
た
判
断
の
適
切
さ
を
近
い
将
来
改
め
て
議

論
す
る
こ
と
を
願
い
、
注
意
喚
起
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
前
節
の
注

4
に
関
係
す
る
が
、『
医
心
方
』
の
研
究
者
で
あ
る
作
家
の
槇
佐
知
子

表 1 骨考古学からみたトレポネーマ感染症の諸特徴

性別特徴

性差はなく平等

性差なしか、
わずかに女性に多いか

性差なし

男性に多い

出典：Mary Lucas Powell & Della Collins Cook, eds., The myth of syphilis : the natural history of
treponematosis in North America, Gainesville : University Press of Florida, 2005, Table2.3,
p.43.

年齢別症状

非性病性梅毒：ヨーズ yaws／フランベジア framboesia
・幼年が中心（コンゴ：72％が子供、ソロモン諸島：第三
期症状患者の 50％が 10歳以下の子供）
・骨疾患は 5歳未満の幼児には見られなかった
風土病性梅毒：べジェル bejel
・幼年期に発症、思春期に第三期症状のピーク
・男性には骨膜炎が良くみられ、女性には鼻咽喉障害がみら
れる。

先天性梅毒：
・骨病変の頻度は幼年期以降年齢とともに低下する。
性病性梅毒：
・30歳以前の骨病変は一般的でない。
・第 3期症状の 50％は感染後 10年間に進行する
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が
以
前
提
議
し
た
『
大
同
類
聚
方
』（
八
〇
八
年
成
立
）
で
の
「
万
良
加
左
」（
ま
ら
か
さ
・
魔
羅
瘡
病
・
陰
瘡
）
お
よ
び
「
波
之

利
加
差
」（
は
し
り
か
さ
・
走
り
瘡
・
楊
梅
瘡
）
の
症
状
と
そ
の
加
薬
へ
の
注
目
と
土
肥
慶
蔵
に
よ
る
そ
の
偽
書
判
定
（
一
九
二

一
年
）
の
根
拠
に
つ
い
て
で
（
17
）

あ
る
。
つ
ま
り
、
八
〇
八
年
の
段
階
で
「
万
良
加
左
」
と
い
う
梅
毒
の
病
状
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
そ
れ
は
偽
書
で
あ
る
と
い
う
判
断
で
あ
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
、
一
五
世
紀
ま
で
は
梅
毒
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
一

種
の
信
念
が
み
え
る
。
偽
書
で
あ
る
か
否
か
は
こ
こ
で
論
点
に
で
き
な
い
が
、
そ
の
土
肥
の
著
書
を
み
る
か
ぎ
り
、
真
正
梅
毒
以

外
の
梅
毒
ト
レ
ポ
ネ
ー
マ
感
染
症
へ
の
言
及
も
当
然
な
い
の
で
、「
一
五
世
紀
ま
で
は
梅
毒
は
日
本
に
な
か
っ
た
」
と
い
う
主
張

の
正
し
さ
は
少
な
く
と
も
保
証
さ
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
ト
レ
ポ
ネ
ー
マ
感
染
症
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が

乳
幼
児
期
に
顕
著
に
発
症
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
男
性
器
へ
の
着
目
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
し
、
当
時
日
本
社
会
に
土

着
化
し
、
同
時
に
若
年
化
し
て
い
た
天
然
痘sm

all
pox

の
発
症
事
例
と
の
混
同
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
（
18
）

な
い
。
ま
た
、
真
正

梅
毒
が
一
六
世
紀
に
伝
播
さ
れ
た
と
し
て
も
、
既
存
の
ト
レ
ポ
ネ
ー
マ
感
染
症
と
の
交
差
免
疫cross

im
m
unity

に
よ
る
真
正
梅

毒
へ
の
耐
性
も
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
確
か
な
こ
と
は
、
一
五
世
紀
以
前
の
日
本
に
す
で
に
い
く
つ
か
の

梅
毒
ト
レ
ポ
ネ
ー
マ
感
染
症
が
存
在
し
て
い
た
と
す
る
と
真
正
梅
毒
伝
播
以
降
の
日
本
で
の
梅
毒
史
研
究
の
厚
み
は
一
挙
に
増

し
、
隣
接
科
学
と
の
対
話
も
格
段
に
豊
か
に
な
る
と
い
う
こ
（
19
）

と
だ
。
と
く
に
、
真
正
梅
毒
が
猛
威
を
ふ
る
い
、
日
本
全
国
を
短
期

間
で
席
捲
し
た
江
戸
時
代
の
「
梅
毒
の
社
会
史
」
を
考
え
う
る
で
、
こ
れ
ほ
ど
研
究
者
を
動
機
づ
け
る
機
会
も
な
い
だ
（
20
）

ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
真
正
（
性
病
性
）
梅
毒
が
主
役
に
な
る
江
戸
時
代
の
様
子
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
代
の
感
染
症
を
歴
史
現
象

と
し
て
み
る
場
合
に
欠
か
せ
な
い
要
因
は
、
じ
つ
に
二
五
〇
年
以
上
継
続
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
「
都
市
化
」
現
象
で

（
21
）

あ
る
。
江
戸
時
代
初
期
の
頃
、
そ
の
都
市
化
の
構
造
は
京
都
／
大
坂
と
そ
れ
に
追
随
す
る
江
戸
と
い
う
三
都
と
兵
農
分
離
政
策
で

建
設
さ
れ
た
地
方
の
城
下
町
の
二
重
構
造
で
あ
っ
た
。
一
八
世
紀
中
頃
ま
で
そ
の
傾
向
は
続
く
が
、
そ
の
後
農
村
部
に
農
村
家
内
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工
業
が
広
ま
り
、
農
村
市
場
町
の
隆
盛
を
む
か
え
、
三
都
及
び
城
下
町
以
外
の
地
方
の
都
市
化
が
目
覚
ま
し
く
進
ん
で
い
く
。
そ

し
て
、
幕
末
か
ら
明
治
か
け
て
再
び
三
都
の
比
重
が
高
ま
り
を
み
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
然
そ
の
背
後
に
は
市
場
経
済
の
成
長

が
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
ま
で
供
給
地
点
と
需
要
地
点
を
媒
介
す
る
機
能
を
果
た
し
て
き
た
市
場
経
済
が
、
三
都
を
頂
点
と
し
て

そ
の
他
の
都
市
が
連
携
階
層
化
す
る
な
か
で
、
一
挙
に
面
的
な
広
が
り
と
な
っ
て
人
び
と
の
生
活
環
境
に
迫
っ
て
き
た
。
必
要
と

す
る
財
・
サ
ー
ビ
ス
・
情
報
へ
ア
ク
セ
ス
す
る
利
便
性
が
格
段
に
上
昇
す
る
こ
と
で
生
活
は
た
い
へ
ん
便
利
に
な
っ
（
22
）

た
が
、
同
時

に
病
原
体
で
あ
る
細
菌
や
バ
ク
テ
リ
ア
へ
の
被
曝
頻
度
・
総
量
も
格
段
に
増
加
し
た
。
振
り
か
え
れ
ば
、
一
〇
世
紀
の
中
ご
ろ
に

国
家
大
権
で
あ
る
貨
幣
鋳
造
権
を
放
棄
し
た
か
の
よ
う
に
江
戸
時
代
に
な
る
ま
で
貨
幣
鋳
造
を
止
め
、
そ
の
間
、
国
家
や
行
政
の

役
割
を
最
小
化
す
る
な
か
で
、
合
理
的
な
経
済
活
動
を
地
方
や
地
域
が
単
位
と
な
っ
て
展
開
し
て
き
た
日
本
経
済
に
再
び
行
政
が

大
き
な
役
割
を
果
た
す
時
代
が
到
来
し
た
と
い
う
こ
と
で
も
（
23
）

あ
る
。
梅
毒
は
強
弱
を
た
が
え
な
が
ら
そ
の
拡
散
と
生
活
へ
の
侵
入

を
繰
り
返
し
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
被
曝
罹
患
状
況
へ
の
最
初
の
行
政
介
入
は
、
花
街
・
遊
郭
の
形
成
に
よ
る
梅
毒
被
曝
・
罹
患

の
囲
い
込
み
で

（
24
）

あ
っ
た
。
そ
の
目
標
は
端
的
に
兵
農
分
離
以
降
顕
著
に
な
っ
た
都
市
へ
流
入
す
る
独
身
男
性
と
か
れ
ら
を
客
と
す

る
遊
女
の
買
売
春
を
遊
郭
内
で
管
理
す
る
こ
と
に

（
25
）

あ
っ
た
。
こ
の
政
策
の
評
価
は
た
い
へ
ん
難
し
い
が
、
江
戸
時
代
に
関
す
る
研

究
資
料
が
も
っ
と
も
充
実
し
て
い
る
江
戸
市
中
に
つ
い
て
考
え
て
お
こ
う
。

雑
業
者
が
多
く
集
ま
る
江
戸
市
中
は
恒
常
的
に
性
比
（＝
男
子
／
女
子
）
が
高
く
、
単
身
・
未
婚
の
男
性
が
み
ち
あ
ふ
れ
る
傾

向
に
あ
っ
た
。
か
れ
ら
の
多
く
は
農
村
の
出
身
で
あ
り
、
さ
ら
に
日
本
型
の
直
系
家
族
制
度
の
な
か
で
は
、
傍
系
親
族
と
し
て
実

家
か
ら
輩
出
さ
れ
た
人
び
と
で
あ
り
、
そ
の
多
く
は
江
戸
に
滞
留
し
、
そ
こ
で
既
婚
者
と
な
る
も
の
も
少
な
く
な

（
26
）

か
っ
た
。
遊
郭

で
罹
患
し
た
男
性
が
未
婚
者
で
あ
る
場
合
、
梅
毒
の
生
活
基
盤
（
世
帯
）
へ
の
侵
入
は
と
り
あ
え
ず
最
小
限
に
く
い
止
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
、
遊
郭
―
遊
女
―
梅
毒
―
本
人
―
責
め
る
父
母
と
い
う
梅
毒
言
説
（
第
一
言
説
に
関
連
）
が
広
（
27
）

ま
る
。
や
が
て
、
単
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身
の
男
子
が
雑
業
者casual

laborer

稼
ぎ
の
潤
い
で
そ
の
結
婚
性
向
を
高
め
る
（
結
婚
年
齢
の
低
下
と
有
配
偶
率
の
上
昇
）
と
、

こ
の
言
説
に
世
帯
や
家
庭
が
入
り
、
次
元
の
異
な
る
深
刻
さ
と
な
る
。
市
場
経
済
の
成
長
は
生
活
水
準
を
上
昇
さ
せ
た
が
、
そ
の

一
方
で
遊
郭
（
の
ち
に
公
娼
）
を
基
点
と
し
た
世
帯
と
の
梅
毒
ル
ー
プ
を
つ
く
り
あ
げ
、
江
戸
市
中
に
ほ
ぼ
隈
な
く
梅
毒
の
猛
威

が
ふ
き
あ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
サ
ー
キ
ッ
ト
）。
こ
こ
で
江
戸
時
代
の
梅
毒
の
拡
散
状
況
を
み
て
お
こ
う
。

・
江
戸
時
代
が
は
じ
ま
る
前
の
戦
国
末
期
に
日
本
を
訪
れ
た
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
は
日
本
人
の
梅
毒
罹
患
へ

の
意
識
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
た
。

「
わ
れ
わ
れ
の
間
で
は
人
が
横
根
に
か
か
っ
た
ら
、
そ
れ
は
常
に
不
潔
な
こ
と
、
破
廉
恥
な
こ
と
で
あ
る
。

日
本
で
は
、
男
も
女
も
そ
れ
を
普
通
の
事
と
し
て
、
少
し
も
羞
じ
な
い
。」（
＊
横
根＝

梅
毒
症
状
）

（
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
と
日
本
文
化
』（
岡
田
章
雄
訳
注
）
岩
波
文
庫
・
東
京
・
岩
波
書
店
・
一
九
九
一

年
・
一
三
七
頁
）

・
一
七
五
七
年
に
二
五
歳
の
若
さ
で
町
医
者
と
な
っ
た
杉
田
玄
白
は
、
江
戸
・
日
本
橋
に
開
業
し
、
七
〇
歳
の
頃
に
書
い
た
回
想

録
『
形
影
夜
話
』（
一
八
〇
二
年
）
に
感
慨
を
込
め
記
し
た
。

「（
梅
毒
の
治
療
論
を
学
ん
で
き
た
が
）
と
か
く
す
る
う
ち
に
年
々
名
ば
か
り
む
な
し
く
高
く
な
り
、
患
者
は
日
々
月
々
に
多

く
な
り
、
毎
年
千
人
あ
ま
り
治
療
す
る
が
、
そ
の
う
ち
七
、
八
百
は
梅
毒
患
者
で
あ
る
。
四
、
五
十
年
の
月
日
が
た
っ
た
か

ら
、
梅
毒
患
者
を
と
り
あ
つ
か
っ
た
数
は
、
数
万
に
も
な
ろ
う
。
今
年
七
十
と
い
う
歳
に
な
る
が
（
中
略
）
ま
す
ま
す
こ
の

病
気
は
難
治
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
、
わ
か
い
こ
ろ
か
ら
す
こ
し
も
進
歩
し
て
い
な
い
」（
芳
賀

徹
編
『
日
本
の
名
著
二
二
巻
』・
東
京
・
中
央
公
論
社
・
一
九
七
一
年
・
三
三
六
頁
）

・
幕
末
に
長
崎
医
学
伝
習
所
で
医
学
を
お
さ
め
、
幕
府
医
学
所
頭
取
を
務
め
た
松
本
良
順
（
の
ち
に
松
本
順
と
改
名
）
は
、
著
書
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9



『
養
生
法
』（
一
八
六
四
年
）
の
な
か
で
、
日
本
各
地
の
診
療
経
験
を
も
と
に
高
い
頻
度
の
罹
患
を
記
し
て
い
る
。

「
下
賤
の
も
の
百
人
中
九
十
五
人
は
梅
毒
に
か
か
ら
さ
る
も
の
な
し
」（
原
本
・
下
巻
三
三
頁
）

・
幕
末
に
長
崎
海
軍
伝
習
所
の
教
授
と
し
て
赴
任
し
た
ヨ
ハ
ネ
ス
・
レ
イ
デ
ィ
ウ
ス
・
カ
タ
リ
ヌ
ス
・
ポ
ン
ペ
・
フ
ァ
ン
・
メ
ー

ル
デ
ル
フ
ォ
ー
ル
ト
（
通
称
ポ
ン
ペ
）
は
、
こ
れ
ま
で
の
印
象
記
と
は
異
な
る
視
角
か
ら
梅
毒
罹
患
の
恐
怖
を
綴
っ
て
い
る
。

「
幕
府
は
大
切
な
義
務
を
放
棄
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
点
で
は
あ
ん
な
に
美
し
い
国
な
の
に
、
政
府
の
怠
慢
の
た
め
に
、

年
々
何
千
人
の
人
の
家
庭
が
不
幸
な
め
（
梅
毒
感
染
、
筆
者
注
）
に
会
っ
て
い
る
。」

（
ポ
ン
ペ
『
ポ
ン
ペ
日
本
滞
在
見
聞
記
』（
沼
田
次
郎
訳
）・
東
京
・
雄
松
堂
・
一
九
六
八
年
・
三
四
六
頁
）

読
者
が
一
度
は
見
聞
し
た
こ
と
の
あ
る
有
名
な
説
話
的
証
拠anecdotal

evidence

を
時
系
列
に
並
べ
て
み
た
。
短
い
が
そ
れ
ぞ

れ
の
時
代
の
梅
毒
観
は
う
ま
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
巷
間
い
わ
れ
る
日
本
に
「
梅
毒
が
席
捲
し
た
」
江
戸
時
代
後
期
（
一
九
世
紀

以
降
）
の
状
況
の
な
か
で
、
江
戸
市
中
で
開
業
し
て
き
た
蘭
方
医
・
金
瘡
医
（
戦
陣
外
科
医
）
で
も
あ
っ
た
杉
田
玄
白
が
そ
の
後

半
生
を
ほ
と
ん
ど
梅
毒
医
の
よ
う
に
懐
か
し
ん
で
い
る
様
子
は
興
味
深
い
が
、
資
料
本
文
を
み
る
と
梅
毒
が
江
戸
市
中
を
席
捲
し

て
い
た
だ
け
で
は
（
28
）

な
く
、
お
そ
ら
く
一
六
三
二
年
に
陳
司
成
が
書
い
た
『
黴
瘡
秘
録
』
の
和
刻
本
が
一
七
二
五
年
に
出
さ
れ
て

（
29
）

以
来
、
そ
れ
が
ま
ず
漢
方
梅
毒
医
の
治
療
指
針
と
な
り
、
試
行
錯
誤
が
繰
り
返
さ
れ
る
な
か
、
昇
汞
水
・
甘
汞
水
（
と
も
に
塩
化

水
銀
を
原
料
と
す
る
が
、
毒
性
と
用
途
が
異
な
る
）
が
広
く
治
療
に
用
い
ら
れ
、
梅
毒
の
治
療
薬
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
治
療
に

使
っ
た
水
銀
の
解
毒
薬
と
し
て
も
重
宝
さ
れ
た
漢
方
薬
「
山
帰
来
」（
サ
ル
ト
リ
イ
バ
ラ
の
生
薬
で
、
根
茎
は
乾
燥
さ
れ
て
土
茯

苓
と
よ
ば
れ
る
）
が
普
及
し
て
い
た
歴
史
的
経
緯
も
想
像
で
（
30
）

き
る
。
や
が
て
、
幕
末
を
迎
え
る
こ
ろ
に
な
る
と
、
長
崎
の
海
軍
伝

習
所
を
は
じ
め
と
す
る
オ
ラ
ン
ダ
軍
事
医
学
の
教
育
が
積
極
的
に
導
入
さ
れ
、
罹
患
の
数
量
的
な
把
握
が
す
す
む
一
方
で
、
梅
毒

観
に
も
お
お
き
な
変
化
が
訪
れ
て
い
る
こ
と
が
、
ポ
ン
ペ
の
感
想
を
読
む
と
わ
か
る
。
そ
れ
ま
で
は
梅
毒
の
犠
牲
者＝

患
者
本
人
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と
い
う
明
確
な
認
識
基
準
が
存
在
し
、
梅
毒
の
評
価
が
そ
れ
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
ポ
ン
ペ
は
「
犠
牲
者
は

家
庭
で
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
そ
の
責
任
は
幕
府
に
あ
る
と
端
的
に
表
現
し
た
。
患
者
個
人
か
ら
一
挙
に
そ
の
家
庭

（
家
族
）
と
幕
府＝

国
家
（
幕
末
頃
に
は
、
幕
府
はN

ation=State

と
し
て
の
近
代
国
家
に
ほ
ぼ
近
い
）
へ
と
、
梅
毒
認
識
の
参

照
枠
組
みfram

e
ofreference

が
広
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
広
が
り
を
も
た
ら
し
た
も
の
こ
そ
、
江
戸
日
本
が
幕
末
開
港

（
外
圧
）
に
よ
り
到
達
し
え
た
世
界
基
準
の
思
考
回
路
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
を
体
現
し
て
い
た
の
は
こ
れ
ま
で
強
調
さ

れ
て
き
た
よ
う
な
経
験
的
な
外
科
医
学
で
は
な
く
、
む
し
ろ
窮
理
（
物
理
）
や
舎
密
（
化
学
）
が
有
す
る
因
果
関
係
の
科
学
的
記

述
と
そ
の
合
理
的
説
明
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
知
識
欲
に
あ
ふ
れ
た
当
時
の
若
者
を
惹
き
つ
け
た
の
も
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
科
学

的
態
度
で
あ
り
、
幕
末
に
そ
れ
を
私
塾
基
準
で
先
導
し
て
い
た
代
表
が
、
ま
さ
に
緒
方
洪
庵
の
適
塾
（
大
坂
船
場
）
と
福
沢
諭
吉

の
慶
應
義
塾
（
江
戸
鉄
砲
洲
）
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
は
、
ポ
ン
ペ
の
い
う
梅
毒
の
犠
牲
者
と
し
て
の
家
庭
と
責

任
主
体
と
し
て
の
幕
府
を
つ
な
ぐ
論
理
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
ポ
ン
ペ
を
は
じ
め
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
お
雇
い
外
国
人
」
が
直
観

し
た
が
、
幕
末
の
日
本
人
に
は
ま
だ
み
え
な
か
っ
た
梅
毒
言
説
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
、
か
れ
ら
が
ど
う
し
て
そ
れ
に
気

づ
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
つ
ぎ
に
、
こ
の
辺
り
を
考
え
て
み
た
い
。

そ
の
契
機
と
し
て
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
仕
掛
け
が
、
娼
婦
へ
の
梅
毒
検
査
（
検
黴
・
検
梅
な
ど
と
表
示
）
の
実
施
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
（
一
八
七
七
年
に
「
娼
妓
黴
毒
検
査
規
則
」
に
よ
り
そ
れ
は
制
度
化
・
強
化
さ
れ
た
）。
日
本
に
お
け
る
最
初
の
検
黴

は
、
長
崎
の
代
表
的
な
遊
郭
で
あ
る
丸
山
町
・
寄
合
町
の
遊
女
を
対
象
に
、
一
八
六
〇
年
頃
に
ロ
シ
ア
軍
艦
長
の
強
い
要
請
に
基

づ
い
て
、
先
の
ポ
ン
ペ
に
よ
り
行
わ
れ
た
よ
（
31
）

う
だ
。
そ
の
後
、
一
八
六
七
年
に
は
英
国
海
軍
軍
医
Ｇ
・
Ｂ
・
ニ
ュ
ー
ト
ン

G
eorge

Bruce
N
ew
ton

に
よ
り
、
横
浜
吉
原
町
町
会
所
に
お
い
て
遊
女
の
検
診
が
行
わ
れ
た
と
（
32
）

あ
る
。
日
本
の
梅
毒
認
知
事
情

の
な
か
で
画
期
的
な
こ
と
は
、
こ
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
よ
る
「
医
療
報
告
」
に
み
え
る
体
系
的
な
統
計
的
観
察
報
告
で
（
33
）

あ
る
。
今
日

近世・近代日本の花柳病（梅毒）・死流産・出生力の因果関係をめぐって

11



か
ら
み
れ
ば
、
ま
さ
に
疫
学
調
査
で
あ
り
、
英
国
ロ
ン
ド
ン
で
の
ジ
ョ
ン
・
ス
ノ
ウJohn

Snow

に
よ
る
コ
レ
ラ
調
査
を
彷
彿
と

さ
（
34
）

せ
る
。
現
象
の
観
察
と
分
類
に
基
づ
い
た
英
国
流
の
記
述
統
計
報
告
が
、
当
時
の
日
本
社
会
を
脅
か
し
て
い
た
梅
毒
に
立
ち
向

か
う
医
師
た
ち
に
、
あ
ら
た
な
病
因
解
明
と
治
療
の
可
能
性
を
気
づ
か
せ
、
そ
の
動
機
づ
け
に
な
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で

（
35
）

き
る
。
そ
し
て
、
幕
末
・
維
新
期
の
日
本
（
長
崎
や
横
浜
周
辺
）
で
梅
毒
対
策
に
直
面
し
た
外
国
人
医
師
た
ち
が
自
ら
の
知
見
と

着
実
な
定
点
観
察
に
基
づ
き
、
つ
ぎ
に
発
信
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
「
梅
毒
の
世
代
間
感
染
」
の
広
が
り
と
社
会
へ
の
深
刻
な
影
響

で
あ
っ
た
。
個
人
の
梅
毒
罹
患
が
、
当
人
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
家
庭
に
広
が
り
、
や
が
て
国
家
規
模
の
社
会
的
な
ダ
メ
ー
ジ
に

広
が
っ
て
い
く
道
筋
を
現
状
観
察
に
基
づ
き
な
が
ら
論
理
的
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
直
観
と
能
力
を
施
療
者
に
求
め

た
感
染
症
こ
そ
こ
の
梅
毒
で
あ
っ
た
。

先
天
梅
毒congenital

syphilis
は
梅
毒
の
世
代
間
感
染
そ
の
も
の
で
あ
り
（
第
二
言
説
）、
い
う
ま
で
も
な
く
人
び
と
へ
の
恐

怖
で
あ
り
社
会
的
ダ
メ
ー
ジ
も
相
当
大
き
い
。
出
生
嬰
児
の
死
亡
は
、
前
近
代
社
会
で
は
比
較
的
高
い
頻
度
で
発
生
し
た
可
視
現

象
で
あ
っ
た
が
、
と
く
に
「
七
歳
ま
で
は
神
の
う
ち
」
と
い
う
運
命
論
的
な
理
屈
で
七
五
三
の
人
生
儀
礼
を
祝
う
社
会
で
は
、
梅

毒
の
世
代
間
感
染
で
子
ど
も
が
死
亡
す
る
こ
と
な
ど
は
考
え
に
も
及
ば
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
江
戸
時
代
の
後
期
に
も
な
る

と
藩
や
幕
府
が
陋
習
と
し
て
の
堕
胎
や
間
引
き
を
取
り
締
ま
る
た
め
に
妊
娠
か
ら
出
産
後
ま
で
の
周
産
期
過
程
に
介
入
し
た
こ
と

は
あ
る
が
、
そ
の
意
図
は
非
日
常
的
な
事
件
で
あ
る
堕
胎
や
間
引
き
の
監
視
で
あ
っ
て
、
梅
毒
罹
患
の
管
理
を
目
的
と
し
た
こ
と

で
は
な

（
36
）

か
っ
た
。
そ
し
て
、
梅
毒
罹
患
を
通
じ
た
嬰
児
へ
の
着
目
は
、
二
〇
世
紀
に
な
る
頃
に
は
、「
梅
毒
罹
患
に
よ
り
流
産

m
iscarriage

や
死
産stillbirth

が
増
え
る
」
と
い
う
新
し
い
梅
毒
言
説
（
第
三
言
説
）
を
生
み
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と

は
梅
毒
の
医
学
研
究
の
先
達
で
あ
る
欧
米
社
会
に
お
い
て
も
薄
々
気
づ
か
れ
始
め
て
は
い
た
が
、
確
証
を
得
る
た
め
に
は
近
年
の

本
格
的
な
疫
学
調
査
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
問
題

（
37
）

で
あ
る
。
こ
の
言
説
の
歴
史
的
な
斬
新
さ
は
、
梅
毒
の
病
原
菌
が
妊
娠
の
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生
物
学
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
侵
入
し
、
流
産
や
死
産
を
引
き
起
こ
し
、
結
果
的
に
そ
れ
が
出
生
力fertility

を
低
下
さ
せ
て
い
る
可

能
性
に
言
及
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
い
よ
い
よ
梅
毒
対
策
が
単
な
る
慢
性
感
染
症
対
策
だ
け
で
は
な
く
、
国
民
の
出

生
力
へ
の
国
家
干
渉
を
可
能
に
す
る
扉
を
開
く
こ
と
に
も
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
梅
毒
研
究
の
名
の
も
と
に
明
治
初
年
の
日
本
の
国
民
に
向
け
て
知
ら
し
め
た
の
が
、
松
山
棟
庵
（
以
下
棟

庵
）
で
あ
っ
た
。
明
治
六
年
に
設
立
さ
れ
た
慶
應
義
塾
医
学
所
（
明
治
一
三
年
六
月
廃
校
）
の
校
長
に
就
任
し
た
棟
庵
の
そ
の
前

後
の
足
跡
に
つ
い
て
は
別
に
譲
る
こ
と
と
（
38
）

し
て
、
こ
こ
で
は
明
治
初
年
に
い
ち
早
く
第
二
言
説
に
つ
な
が
る
「
梅
毒
の
世
代
間
感

染
」
の
啓
蒙
を
試
み
た
棟
庵
の
見
識
を
評
価
し
た
い
。
そ
れ
は
棟
庵
が
校
閲
を
つ
と
め
、
明
治
五
年
に
米
国
の
医
師
シ
モ
ン
ズ

D
uanne

B.
Sim
m
ons

が
出
版
し
た
梅
毒
書
で
あ
る
合
衆
国
設
孟
斯
氏
『
黴
毒
小
箒
』
近
藤
薫
筆
記
・
松
山
棟
庵
閲
・
青
黍
閣
蔵

版
・
明
治
壬
申
晩
秋
刊
行
に
次
の
よ
う
に
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
此
毒
に
感
染
せ
し
者
の
一
身
の
み
な
ら
ず
尚
お
其
殃
（
わ
ざ
わ
い
）
を
子
孫
に
遺
す
こ
と
あ
り
、
故
に
無
辜
（
む
く
）
の

嬰
児
も
亦
其
父
母
の
遺
毒
に
坐
せ
ら
し
て
或
は
こ
れ
か
為
に
幼
く
し
て
命
を
堕
し
或
は
生
涯
之
か
為
に
て
病
弱
廃
人
と
な
る

者
あ
り
或
は
又
一
部
落
の
人
民
悉
く
此
毒
に
侵
淫
せ
ら
れ
甚
し
き
は
其
民
族
を
絶
滅
す
る
に
至
る
こ
と
あ
り
是
を
以
て
梅
毒

の
原
因
及
ひ
其
療
法
を
研
究
す
る
は
極
て
緊
要
の
一
大
事
と
す
学
者
宜
し
く
潜
心
焦
憲
し
以
て
之
を
学
ひ
知
ら
さ
る
可
ら

す
」（
原
文
の
カ
タ
カ
ナ
は
ひ
ら
が
な
表
記
と
し
た
。
ま
た
、
カ
ッ
コ
内
に
読
み
が
な
を
補
っ
た
）

こ
の
冊
子
は
、
シ
モ
ン
ズ
も
本
文
中
に
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
般
の
医
師
に
向
け
て
認
め
た
「（
梅
毒
対
策
の
た
め
の
）
簡
約

の
一
小
冊
」
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
に
よ
り
梅
毒
の
世
代
間
感
染
を
明
確
に
認
識
し
た
医
者
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
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た
、
何
よ
り
も
梅
毒
治
療
や
予
防
が
国
家
の
責
任
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
初
め
て
知
っ
た
政
府
の
役
人
も
た
く
さ
ん
い
た
こ
と
だ

ろ
う
。
先
導
者
に
よ
り
掲
げ
ら
れ
た
叡
智
の
ひ
か
り
が
や
が
て
世
の
隅
々
ま
で
も
照
ら
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
好
例
で
あ
る
。

二
．
梅
毒
の
治
療
・
化
学
・
砒
素
化
合
物
―
―
大
坂
道
修
町
（
適
塾
）・
福
沢
諭
吉
・
秦
佐
八
郎
―
―

梅
毒
治
療
に
古
く
か
ら
水
銀
（
昇
汞：

塩
化
水
銀
Ⅱ
・H
gCl2

）
が
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
に
い
ま
さ
ら
驚
き
は
（
39
）

な
い
。
本
稿
が

扱
っ
て
い
る
時
代
で
も
梅
毒
の
特
効
薬
と
騒
が
れ
た
「
サ
ル
バ
ル
サ
ン
六
〇
六
」（
有
機
砒
素
剤
）
が
合
成
薬
と
し
て
普
及
す
る

ま
で
、
水
銀
が
世
界
中
で
最
も
頻
繁
に
使
用
さ
れ
た
駆
黴
薬
（
梅
毒
治
療
薬
）
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
化
学
療
法

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
確
立
す
る
な
か
で
、
や
が
て
二
〇
世
紀
初
頭
に
サ
ル
バ
ル
サ
ン
の
よ
う
な
砒
素
化
合
物
が
製
剤
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
。
こ
こ
で
は
、
サ
ル
バ
ル
サ
ン
合
成
以
前
の
日
本
に
お
け
る
薬
剤
と
し
て
の
砒
素
使
用
の
歴
史
に
着
目
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
梅
毒
薬
と
し
て
砒
素
含
有
剤
が
使
わ
れ
た
歴
史
を
み
る
と
、
中
国
の
陳
司
成Chen

Sicheng

が
一
六
三
二
年
に
著
し

た
梅
毒
の
専
門
書
で
あ
る
『
黴
瘡
秘
録
』
に
、
日
本
で
も
お
馴
染
み
の
山
帰
来
（
土
茯
苓
）、
辰
砂
（
硃
砂：

朱
色
の
硫
化
水
銀
）

や
鉛
粉
に
ま
じ
っ
て
、
砒
素
そ
の
も
の
で
あ
る
白
砒
の
ほ
か
に
、
雄
黄
（
二
硫
化
砒
素
）
や
雌
黄
（
三
硫
化
砒
素
）
が
使
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
（
40
）

い
る
。『
黴
瘡
秘
録
』
の
な
か
の
記
述
で
砒
素
と
関
連
し
て
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
の
が
「
生
々
乳
」（
せ

い
せ
い
に
ゅ
う
）
で
（
41
）

あ
る
。
生
々
乳
と
は
基
本
的
に
先
に
あ
げ
た
塩
化
水
銀
（
昇
汞
・
甘
汞
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
配
合
す
る
過

程
で
十
幹
丸
（
生
々
乳
・
大
黄
・
硝
石
）
と
化
毒
丸
（
生
々
乳
・
乱
髪
霜
・
大
黄
・
雄
黄
・
薫
陸
香
）
の
二
つ
の
方
剤
が
で
き
あ

が
り
、
こ
こ
に
砒
素
（
雄
黄
）
が
使
わ
れ
る
こ
と
に

（
42
）

な
っ
た
。
こ
の
生
々
乳
を
治
療
に
取
り
入
れ
、
同
時
代
の
医
師
よ
り
は
る
か

に
良
い
駆
黴
成
績
を
あ
げ
て
い
た
の
が
、
漢
方
医
の
吉
益
東
洞
で
あ
っ
た
よ
（
43
）

う
だ
。
一
七
〇
二
年
に
生
ま
れ
た
吉
益
が
活
躍
し
た
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時
代
と
な
る
と
、
一
八
世
紀
中
頃
に
な
る
の
で
、
そ
の
頃
に
は
在
住
の
地
京
都
で
砒
素
を
含
ん
だ
水
銀
駆
黴
薬
が
盛
ん
に
使
わ
れ

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
は
、
こ
の
生
々
乳
の
作
り
方
を
吉
益
東
洞
に
伝
授
し
た
の
が
、
長
崎
の
阿
蘭
陀
通

詞
・
吉
雄
耕
牛
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
も
わ
か
っ
て
（
44
）

き
た
。
長
崎
を
め
ざ
す
志
高
き
若
者
た
ち
を
惹
き
つ
け
て
や
ま
な
か
っ
た
阿
蘭

陀
通
詞
の
幅
広
い
活
動
の
一
端
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
い
え
（
45
）

よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
使
い
方
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
「
燻
蒸
療

法
」（
薬
物
に
火
を
つ
け
、
そ
の
煙
を
吸
わ
せ
る
方
法
）
で
、
具
体
的
に
は
こ
の
頃
に
は
マ
ド
ロ
ス
パ
イ
プ
の
よ
う
な
も
の
で
吸

引
し
て
い
た
よ
（
46
）

う
だ
。
こ
の
治
療
方
法
か
ら
類
推
で
き
る
こ
と
は
、
梅
毒
が
依
然
と
し
て
患
者
個
人
の
罹
患
で
あ
り
、
そ
の
た
め

の
集
中
的
な
加
療
が
め
ざ
さ
れ
、
実
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
患
者
の
在
宅
す
る
空
間＝

住
居
や
同
居
す
る
配
偶

者
や
家
族＝

集
団
へ
と
施
療
範
囲
が
広
が
っ
て
い
く
途
は
ま
だ
み
え
な
い
。

さ
て
、
こ
こ
で
場
所
を
大
坂
道
修
町
へ
と
移
し
、
時
代
も
一
八
二
〇
年
代
（
文
政
期
）
頃
へ
進
め
て
み
よ
う
。
一
八
一
七
年
に

イ
ン
ド
の
コ
ル
カ
タ
で
最
初
の
コ
レ
ラ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
（
世
界
規
模
の
大
流
行
）
が
お
こ
り
、
一
八
二
二
年
に
そ
れ
が
日
本
に

も
上
陸
し
た
。
大
坂
所
司
代
は
大
坂
道
修
町
（
薬
種
問
屋
街
）
に
対
コ
レ
ラ
薬
の
創
薬
を
命
じ
、
そ
の
際
製
剤
・
配
布
さ
れ
た
薬

が
「
虎
頭
雄
黄
殺
鬼
円
」
で
（
47
）

あ
る
。
こ
の
薬
は
、
茶
褐
色
で
エ
ン
ド
ウ
豆
大
の
丸
薬
で
あ
り
、
主
薬
は
雄
黄
・
雌
黄
の
砒
素
化
合

物
で
、
そ
れ
を
燻
蒸
し
て
用
い
た
と
（
48
）

あ
る
。
た
ま
た
ま
投
薬
対
象
が
最
初
の
コ
レ
ラ
で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
、
砒
素
の
燻
蒸
療

法
と
い
う
考
え
方
そ
の
も
の
は
、
さ
き
の
吉
益
東
洞
に
よ
る
水
銀
駆
黴
薬
の
発
想
か
ら
来
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
一
九

世
紀
の
は
じ
め
に
大
坂
道
修
町
に
お
い
て
、
ま
さ
し
く
「
コ
レ
ラ
薬＝

砒
素
化
合
物
の
燻
蒸
療
法＝

水
銀
駆
黴
薬
」
と
い
う
関
係

が
成
立
し
、
や
が
て
道
修
町
周
辺
に
あ
っ
た
適
塾
が
そ
こ
で
の
製
薬
中
心
の
一
翼
を
担
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
幕
末
安
政
年
間
に

適
塾
塾
頭
を
務
め
た
福
沢
諭
吉
『
福
翁
自
伝
』
の
碯
砂
（
ど
う
し
ゃ
・
塩
化
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
鉱
物
の
結
晶
）
製
造
の
有
名
な
記
述

を
読
ん
で
も
素
直
に
合
点
が
い
く
（
同
書
八
七
〜
八
八
頁
）。
こ
う
し
た
福
沢
の
舎
密
（
化
学
）
へ
の
身
近
さ
と
好
奇
心
が
、
江
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戸
の
蘭
学
医
・
桂
川
家
を
介
し
て
、
近
代
化
学
の
開
拓
者
・
宇
都
宮
三
郎
と
の
終
生
の
縁
を
取
り
結
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ

（
49
）

う
か
。

水
銀
駆
黴
薬
と
大
坂
道
修
町
の
コ
レ
ラ
対
策
薬
が
砒
素
化
合
物
の
燻
蒸
療
法
を
介
し
て
、
す
で
に
一
九
世
紀
初
頭
に
出
会
っ
て

い
た
。
京
都
と
大
坂
は
地
理
的
に
は
た
い
へ
ん
近
い
の
で
、
砒
素
化
合
物
を
「
毒
を
以
て
毒
を
制
す
る
」
と
い
う
趣
旨
で
梅
毒
薬

と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
、
幕
末
・
維
新
期
の
日
本
で
ど
の
程
度
了
承
さ
れ
て
い
た
の
か
を
推
測
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
し

て
、
そ
の
半
世
紀
以
上
も
あ
と
の
一
九
一
〇
年
四
月
一
四
日
の
ド
イ
ツ
・
ウ
ィ
ス
バ
ー
デ
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
二
七
回
ド
イ
ツ
内

科
学
会
で
、
パ
ウ
ル
・
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒPaulEhrlich

（
ド
イ
ツ
）
と
と
も
に
、
砒
素
化
合
物
を
主
薬
と
す
る
砒
素
製
剤
（
化
学

療
法
剤
）
サ
ル
バ
ル
サ
ン
六
〇
六
号
に
関
す
る
世
紀
の
報
告
を
行
っ
た
の
が
、
の
ち
の
慶
應
義
塾
大
学
医
学
部
教
授
（
一
九
二
〇

年
就
任
）
秦
佐
八
郎
（
以
後
は
秦
）
で
あ
っ
た
。

秦
は
一
八
七
三
年
三
月
島
根
県
に
生
ま
れ
、
岡
山
の
第
三
高
等
中
学
校
医
学
部
（
そ
の
後
い
く
つ
か
の
変
遷
を
へ
て
岡
山
大
学

医
学
部
へ
）
で
医
学
教
育
を
修
了
（
一
八
九
五
年
医
学
部
卒
業
）
し
た
後
、
岡
山
県
立
病
院
の
助
手
と
し
て
医
化
学
を
学
び
、
そ

の
後
北
里
柴
三
郎
が
主
宰
す
る
私
立
伝
染
病
研
究
所
へ
入
所
す
る
や
そ
こ
で
細
菌
学
を
学
び
、
一
九
〇
七
年
（
三
四
歳
）
に
ド
イ

ツ
・
ベ
ル
リ
ン
へ
渡
っ
た
あ
と
、
コ
ッ
ホK

och

研
究
所
に
入
り
、
ワ
ッ
セ
ル
マ
ンW

asserm
ann

の
も
と
で
免
疫
研
究
を
行
い
、

一
九
〇
九
年
一
月
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
国
立
実
験
治
療
研
究
所
へ
移
る
と
、
つ
い
に
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
の
も
と
で
実
験
的
化
学
療

法
の
研
究
に
従
事
す
る
こ
と
に

（
50
）

な
っ
た
。
端
的
に
、
医
学
者
秦
の
記
憶
の
な
か
に
「
駆
黴
薬
に
砒
素
（
化
合
物
）
を
使
う
、
あ
る

い
は
効
く
」
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
と
考
え
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
、
日
本
の
医
者
た
ち
の
間
で
は
、
燻
蒸
か

否
か
は
別
に
し
て
、
駆
黴＝

砒
素
と
い
う
図
式
は
定
着
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
秦
に
そ
の
よ
う
な
記
憶
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、
サ
ル
バ
ル
サ
ン
六
〇
六
号
が
誕
生
す
る
ま
で
の
医
化
学
的
な
経
緯
は
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
に
よ
る
最
先
端
の
思
考
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（
化
学
療
法
）
と
秦
ら
の
綿
密
な
実
証
実
験
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
幕
末
の
日
本
の
よ
う
に
経
験
主
義
に
基

づ
く
も
の
で
は
毛
頭
な
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
（
51
）

な
い
。

化
学
療
法
を
展
開
・
実
施
し
て
い
た
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
と
砒
素
化
合
物
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
八
五
九
年
版
の

Com
ptes
rendus

de
l’Academ

ie
des
sciences

に
記
録
さ
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
の
細
菌
学
者
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ベ
シ
ャ
ンA

nto-

ine
Becham

p
が
ア
ニ
リ
ン
と
砒
酸
を
合
成
し
た
ア
ト
キ
シ
ー
ルA

toxyl

に
は
じ
ま
る
が
、
こ
れ
を
当
時
ア
フ
リ
カ
で
流
行
し
て

い
た
睡
眠
病
（
病
原
体
ト
リ
パ
ノ
ソ
ー
マ
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
感
染
症
）
に
応
用
し
た
と
こ
ろ
、
多
数
の
盲
目
患
者
を
出
し

て
し
ま
っ
た
反
省
か
ら
、
こ
の
ト
リ
パ
ノ
ソ
ー
マ
の
消
滅
に
効
果
の
あ
っ
た
ア
ト
キ
シ
ー
ル
の
「
誘
導
体
」
の
作
成
へ
と
進
ん
で

い
っ
た
の
で
（
52
）

あ
る
。
そ
し
て
、「
ベ
シ
ャ
ン
は
間
違
っ
て
い
る
。
ア
ト
キ
シ
ー
ル
は
砒
酸
の
ア
ミ
ノ
化
合
体
で
あ
る
」
と
い
う
新

た
な
認
識
の
も
と
に
き
わ
め
て
精
緻
な
実
験
系
が
秦
に
よ
り
組
み
立
て
ら
れ
、
鶏
ス
ピ
ロ
ヘ
ー
タ
、
さ
ら
に
梅
毒
ス
ピ
ロ
ヘ
ー
タ

を
用
い
た
実
験
を
進
め
て
い
き
、
つ
い
に
一
九
〇
九
年
六
月
初
旬
の
家
兎
に
よ
る
陰
嚢
梅
毒
実
験
で
、
六
〇
六
号
の
砒
素
製
剤
が

そ
れ
を
治
癒
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
突
き
と
め
た
の
で
（
53
）

あ
る
。
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
の
砒
素
化
合
物
へ
の
注
目
は
明
ら
か
に
フ

ラ
ン
ス
の
ベ
シ
ャ
ン
経
由
で
あ
り
、
か
れ
の
独
創
で
も
な
け
れ
ば
、
秦
の
進
言
に
よ
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
た
だ
、
ベ

シ
ャ
ン
が
報
告
し
た
一
八
五
九
年
の
は
る
か
以
前
か
ら
日
本
で
は
砒
素
化
合
物
を
駆
黴
薬
に
使
う
道
は
開
け
て
い
た
こ
と
、
さ
ら

に
そ
れ
が
中
国
書
籍
を
通
じ
て
伝
わ
っ
て
き
た
こ
と
を
素
直
に
考
え
る
と
、
今
後
の
研
究
如
何
に
よ
っ
て
は
新
た
な
発
見
が
お
こ

る
可
能
性
も
十
分
に
あ
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
秦
の
医
学
者
と
し
て
の
梅
毒
研
究
へ
の
貢
献
は
サ
ル
バ
ル
サ
ン
の
発
見
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
サ

ル
バ
ル
サ
ン
研
究
の
究
極
の
目
標
と
い
っ
て
も
よ
い
思
い
が
、
秦
の
小
伝
を
ま
と
め
た
娘
八
千
代
の
筆
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ

し
て
、
こ
の
思
い
こ
そ
、
江
戸
時
代
か
ら
続
い
て
き
た
日
本
の
梅
毒
言
説
の
第
三
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
第
三
言
説
）
で
あ
り
、
ひ
と
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つ
の
極
大
点
と
な
る
も
の
だ
。
そ
れ
は
「
妊
娠
遺
伝
梅
毒
」
の
救
療
と
そ
の
重
大
性
に
関
す
る
国
民
へ
の
注
意
喚
起
に

（
54
）

あ
っ
た
。

秦
八
千
代
に
よ
る
秦
の
医
学
者
と
し
て
の
姿
勢
は
つ
ぎ
の
文
章
に
示
さ
れ
て
い
る
。

（
前
略
）
中
で
も
特
に
力
を
尽
く
し
た
の
は
先
天
黴
毒
児
、
及
び
妊
婦
黴
毒
の
治
療
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
永
年
多
く
の
患
者

に
接
す
る
内
に
所
謂
遺
伝
黴
毒
の
惨
害
に
悩
む
不
幸
な
母
子
の
実
状
が
最
も
強
く
医
者
と
し
て
の
故
人
（
秦
佐
八
郎
）
を
動

か
し
た
か
ら
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
当
時
熱
意
を
も
っ
て
臨
床
に
当
り
、
そ
の
惨
害
と
対
策
の
急
務
を
痛
感
し
た
こ
と
、

こ
れ
が
後
に
故
人
を
し
て
終
生
遺
伝
黴
毒
の
救
療
と
防
遏
に
尽
瘁
せ
し
め
た
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

秦
は
論
文
（
一
九
二
一
年
刊
行
）
の
な
か
で
「
妊
娠
遺
伝
黴
毒
」
の
状
況
を
自
身
の
統
計
サ
ン
プ
ル
を
使
っ
て
説
明
し
て
い
る

が
、
そ
の
感
染
状
況
は
概
ね
妊
娠
五
ヶ
月
以
降
に
病
毒
を
も
つ
母
体
か
ら
胎
盤
（
栄
養
補
給
を
す
る
経
路
）
を
通
じ
て
胎
児
へ
感

染
し
（
父
親
か
ら
直
接
胎
児
に
伝
染
す
る
こ
と
は
な
い
）、
も
し
妊
娠
五
ヶ
月
ま
で
に
母
親
が
治
療
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

子
ど
も
は
死
産
あ
る
い
は
た
い
て
い
早
産
と
な
り
、
健
康
で
生
ま
れ
る
嬰
児
の
割
合
は
八
分
の
一
程
度
で

（
55
）

あ
っ
た
。
こ
の
割
合
こ

そ
、
幕
末
維
新
期
に
ポ
ン
ペ
や
シ
モ
ン
ズ
が
梅
毒
患
者
を
野
放
し
に
す
る
こ
と
が
国
家
の
責
任
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
真
意
で
あ

り
、
何
よ
り
も
日
本
人
に
理
解
し
て
欲
し
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
松
山
棟
庵
が
そ
の
重
大
性
に
気
づ
き
、
シ
モ
ン
ズ
の
梅
毒
書
の

翻
訳
を
校
閲
し
た
と
き
か
ら
、
ほ
ぼ
半
世
紀
を
経
て
、
慶
應
義
塾
大
学
医
学
部
教
授
と
な
っ
た
秦
が
そ
の
真
意
を
伝
え
る
社
会
啓

蒙
の
た
め
の
論
文
を
出
版
し
た
こ
と
に
な
る
。
先
天
梅
毒
と
も
別
筋
で
、
妊
娠
梅
毒→

死
産
の
増
加
・
早
産
の
増
加→

出
生
力
の

低
下
・
不
健
康
児
の
出
産
と
い
う
連
携
の
脅
威
を
喚
起
し
た
秦
の
認
識
は
や
は
り
当
時
の
日
本
社
会
で
は
卓
越
し
て
お
り
、
そ
れ

を
迎
え
入
れ
、
育
ん
だ
慶
應
義
塾
医
学
部
の
見
識
も
こ
こ
に
記
し
た
い
。
病
人
個
人
に
治
療
は
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
科
学
者
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た
る
者
―
―
自
然
科
学
で
あ
れ
人
文
・
社
会
科
学
で
あ
れ
―
―
そ
の
病
の
社
会
的
影
響
を
論
理
的
に
説
明
し
、
そ
し
て
病
ん
だ
社

会
を
ど
の
よ
う
に
治
癒
さ
せ
る
の
か
の
シ
ナ
リ
オ
を
描
く
こ
と
に
最
終
目
標
を
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
つ
ぎ
に
、
二
〇
世
紀
初
頭

の
日
本
社
会
で
は
、
実
際
に
梅
毒
罹
患
が
い
か
な
る
影
響
を
社
会
に
与
え
て
い
た
の
か
を
見
事
な
調
査
報
告
と
そ
れ
を
使
っ
た
簡

潔
な
統
計
分
析
か
ら
み
て
み
よ
う
。

三
．
花
柳
病
罹
患
と
地
域
社
会
―
―
高
木
乙
熊
の
壮
丁
花
柳
病
調
査
・
死
産
・
出
生
力
―
―

い
ま
手
元
に
群
馬
県
技
師
高
木
乙
熊
（
た
か
ぎ
お
と
く
ま
）『
花
柳
病
豫
防
ニ
關
ス
ル
報
告
』
内
務
省
衛
生
局
・
大
正
一
四

（
一
九
二
五
）
年
が
あ
る
。
本
文
頁
数
二
二
七
、
付
表
四
一
（
県
内
村
別
統
計
を
中
心
に
繊
細
な
大
小
の
表
）
を
備
え
る
実
に

堂
々
と
し
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。
こ
の
表
を
丁
寧
に
観
察
・
分
析
す
る
ま
で
は
、
本
文
だ
け
を
み
る
か
ぎ
り
、
こ

れ
が
地
域
（
群
馬
県
全
域
）
の
凄
ま
じ
い
花
柳
病
疫
学
調
査epidem

iology

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
だ
（
56
）

ろ
う
。
著
者
の
高
木

で
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
そ
の
生
涯
の
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
頃
に
茨
城
県
の
利
根
川
流
域
の
小
学

生
た
ち
の
住
血
吸
虫
の
寄
生
状
況
を
お
そ
ら
く
警
察
医
と
し
て
調
査
し
、
そ
の
後
群
馬
県
技
師
、
静
岡
県
技
師
、
福
岡
県
衛
生
課

長
を
へ
て
最
終
的
に
大
阪
府
衛
生
課
長
に
な
っ
た
よ
（
57
）

う
だ
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
浩
瀚
な
疫
学
調
査
に

一
九
三
一
年
二
月
二
三
日
慶
應
義
塾
大
学
よ
り
医
学
博
士
が
授
与
さ
れ
て
い
る
こ
（
58
）

と
だ
。
高
木
が
巻
末
に
付
し
た
膨
大
な
統
計
表

を
現
代
の
情
報
技
術
を
使
っ
て
丁
寧
に
分
析
す
る
と
、
当
時
の
群
馬
県
下
の
花
柳
病
罹
患
の
地
理
的
分
布
と
そ
の
広
が
り
方
が
明

ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
分
散
の
状
況
と
同
時
代
の
人
口
動
態
統
計
か
ら
引
き
出
し
た
死
産
お
よ
び
出
生
率
の
町
村
別
お
よ
び

郡
別
統
計
値
を
重
ね
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
み
え
て
き
た
関
係
を
つ
ぎ
に
ま
と
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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梅
毒
が
席
捲
し
た
江
戸
時
代
以
降
、
な
ぜ
梅
毒
と
死
産
・
流
産
あ
る
い
は
不
健
康
児
の
出
生
が
当
時
の
医
師
や
人
び
と
に
気
づ

か
れ
に
く
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
お
そ
ら
く
意
図
的
あ
る
い
は
非
意
図
的
な
死
流
産
率
や
乳
児
死
亡
率
が
き
わ
め
て
高
か
っ
た

の
で
、
死
因
に
梅
毒
を
特
定
化
で
き
な
か
っ
た
事
情
が
予
想
で
（
59
）

き
る
。
こ
の
状
況
は
お
そ
ら
く
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
ま
で
続
い
た

で
あ
ろ
う
か
ら
、
妊
娠
梅
毒
に
関
す
る
言
説
を
示
す
う
え
で
、
秦
ら
の
役
割
は
や
は
り
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。
詳
細
な
分
析
結

果
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
簡
潔
な
俯
瞰
表
を
用
意
し
て
（
60
）

み
た
。
群
馬
県
は
日
本
で
最
初
に
公
娼
を
廃
止
し
た
県

で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
表
向
き
の
設
え
で
あ
り
、
そ
の
代
わ
り
に
乙
種
料
理
店
と
称
す
る
私
娼
を
創
出
し
た
結
果
、
数
値
に
よ

る
証
明
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
公
娼
時
代
よ
り
も
花
柳
病
罹
患
が
広
ま
っ
た
印
象
す
ら
も
つ
。
統
計
分
析
の
結
果
を

端
的
に
ま
と
め
る
と
、
群
馬
県
の
花
柳
病
の
感
染
拡
散
は
人
間
（
娼
婦
や
客
）
の
移
動
と
娼
婦
の
移
動
拠
点
と
な
る
乙
種
料
理
店

の
配
置
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
市
場
経
済
に
よ
る
財
・
サ
ー
ビ
ス
・
情
報
の
移
動
力
を
通
じ
て
地
域
経
済

の
活
性
化
を
図
る
方
法
は
古
今
東
西
共
通
で
あ
る
が
、
細
菌
や
バ
ク
テ
リ
ア
な
ど
の
病
原
体
も
例
外
な
く
移
動
し
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

ま
ず
表
2
・
Ａ
か
ら
人
口
動
態
指
標
と
の
統
計
的
関
係
（
単
回
帰
）
を
確
か
め
よ
う
。
い
ず
れ
も
乙
種
料
理
店
（
私
娼
）
の
あ

る
町
村
を
対
象
に
す
る
と
、
粗
出
生
率
と
は
有
意
な
負
の
相
関
関
係
が
、
死
産
率
と
は
い
ず
れ
の
年
も
有
意
な
正
の
相
関
関
係
が

得
ら
（
61
）

れ
た
。
乙
種
料
理
店
の
分
布
が
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
供
給
す
る
交
通
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
街
道
（
中
山
道
）
か

ら
の
距
離
に
集
約
さ
れ
、
中
山
道
か
ら
離
れ
る
ほ
ど
罹
患
率
は
有
意
に
低
下
し
て
い
た
。
興
味
深
い
の
は
や
は
り
人
口
移
動
と
の

関
係
で
あ
る
。
ま
ず
、
料
理
店
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
い
場
合
を
み
る
と
、
こ
の
段
階
で
す
で
に
粗
移
動
（
移
入
＋
移
出
の
比

率
）
お
よ
び
純
移
動
（
移
入
の
多
さ
）
と
罹
患
率
の
関
係
は
統
計
的
に
有
意
な
正
の
相
関
関
係
に
あ
っ
た
。
と
に
か
く
、
県
内
外

か
ら
人
が
よ
り
多
く
「
移
入
」
し
て
く
る
町
村
ほ
ど
罹
患
率
が
高
く
、
移
出
人
口
を
プ
ラ
ス
し
た
総
移
動
人
口
が
大
き
い
、
す
な
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表 2 花柳病罹患率と人口学的指標・その他指標に関する単回帰分析：群馬県市町村別・郡別、
1912 年～1933 年

n

A．人口学指標
1．粗出生率：1912-24年、乙種料理店が位置している市町村

70
2．死産率（死産数／出生数）：1924年、乙種料理店が位置している市町村

70
3．死産率（同上）：1933年、乙種料理店が位置している市町村

70
B．乙種料理店（娼妓館）ダミー変数（1：乙種料理店がある、0：乙種料理店がない）

204
C．交通インフラ指標（中山道からの距離単位：km）

196
D．人口移動指標
1．粗移動（移入人口＋移出人口／現住人口）：1913-21年

216
2．純移動（移入人口／移出人口）：1913-21年

216

出典）友部謙一前掲論文・「近世」・2018年、表 8-7.

R2

0.147

0.0183

0.0320

0.0638

0.0642

0.1857

0.2551

P

0.001

0.2637

0.001

0.0003

0.0003

0.0000

0.0000

t

3.4298

1.1269

2.1533

2.5860

3.6497

6.9864

8.6004

β

−0.3840

0.1354

0.2527

0.1790

−0.2535

0.4310

0.5051

Y：花柳病罹患率（1912-1924年）

表 3 人口移動指標・乙種料理店と花柳病罹患率の重回帰分析：群馬県市町村別・郡別、1912
年～1924 年

n

218

218

出典）友部謙一前掲論文・「近世」・2018年、表 8-8

R2

0.2198

0.1289

P

0.000
0.0298

0.0054
0.0025

t

5.8190
2.1872

2.8100
3.0651

β

0.3877
0.1457

0.2011
0.2194

Y：花柳病罹患率（1912-1924年）

X1：粗人口移動
X2：乙種料理店数

X3：純人口移動
X4：乙種料理店数
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わ
ち
人
で
賑
や
か
な
町
村
ほ
ど
や
は
り
罹
患
率
は
高
か
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
、
さ
ら
に
精
密
に
乙
種
料
理
店

を
変
数
に
含
め
て
重
回
帰
分
析
（
乙
種
料
理
店
で
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
こ
と
と
同
じ
）
を
行
う
と
、
も
ち
ろ
ん
い
ず
れ
も
統
計

的
に
有
意
で
は
あ
っ
た
が
、
純
移
動
で
の
乙
種
料
理
店
の
効
果

が
や
や
大
き
い
と
い
う
点
を
考
慮
す
る
と
、
繁
盛
す
る
料
理
店

に
よ
り
た
く
さ
ん
の
娼
婦
（
既
感
染
者
含
む
）
が
移
入
し
て
き

た
町
村
ほ
ど
花
柳
病
罹
患
の
機
会
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
口
移
動
分
析
結
果
の
最
も
重
要
な
含
意

は
、
繁
盛
す
る
乙
種
料
理
店
の
あ
る
町
村
に
は
、
同
じ
町
村
も

し
く
は
近
隣
の
町
村
か
ら
多
く
の
客
が
足
を
は
こ
び
、
罹
患

し
、
そ
れ
を
帰
町
村
す
る
こ
と
で
家
庭
内
に
花
柳
病
を
持
ち
込

ん
だ
こ
と
に
あ
る
。
高
木
が
個
票
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
分
析
し

た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
結
果
（
表
4
）
を
見
て
も
、
県
内
滞

在
者
の
県
内
感
染
の
特
徴
は
、
廃
娼
後
の
乙
種
料
理
店
の
酌
婦

経
由
が
多
く
な
っ
て
い
る
一
方
で
、
出
寄
留
者
（
県
外
へ
出

て
、
壮
丁
調
査
の
た
め
に
戻
っ
て
き
た
者
）
の
県
外
感
染
の
場

合
、
公
娼
（
芸
妓
・
娼
妓
）
経
由
が
圧
倒
し
て
い
る
の
が
わ
か

表 4 大正年間群馬県壮丁花柳病感染経路調

出典：高木前掲論文・1924年・586頁
注：県外感染源の女優 1件は比較の上で除いた。また、原表の集計誤差は適宜改めた。

花柳病患者の仕訳

合計（人）

30
447
7
92
23
599

262
81
8
12
8

371

入寄留者

1
21
0
3
2
27

12
6
3
0
0
21

出寄留者

5
122
3
19
1

150

212
60
4
11
8

295

滞在者

24
304
4
70
20
422

38
15
1
1
0
55

感染源

A．県内感染の場合
芸妓・娼妓
酌婦
女中
素人女
不明
小 計

B．県外感染の場合
芸妓・娼妓
酌婦
女中
素人女
不明
小 計
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る
。
要
す
る
に
廃
娼
の
群
馬
県
で
は
乙
種
料
理
店
が
県
外
の
公
娼
の
代
替
機
能
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
き
ち
ん
と
考
え
な
け
れ
ば
、
廃
娼
（
公
娼
の
廃
止
）
の
意
味
が
消
え
て
し
ま
う
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
残
念
で
は
あ

る
が
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
群
馬
県
で
は
秦
が
危
惧
し
て
い
た
「
遺
伝
黴
毒
」
の
人
口
学
的
な
帰
結
が
統
計
的
に
確
か
め
ら
れ
、
さ

ら
に
ポ
ン
ペ
や
シ
モ
ン
ズ
が
懸
念
し
た
不
幸
な
家
庭
が
、
国
家
に
よ
る
廃
娼
政
策
後
も
相
変
わ
ら
ず
誕
生
し
続
け
た
よ
う
で
あ

る
。

お
わ
り
に

江
戸
時
代
に
そ
の
猛
威
を
振
る
っ
た
梅
毒
で
あ
る
が
、
幕
末
維
新
以
降
、
梅
毒
言
説
を
進
化
さ
せ
な
が
ら
異
な
っ
た
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
社
会
に
発
信
し
て
き
た
。
と
く
に
、
第
二
言
説
（
先
天
梅
毒
）
以
降
、
梅
毒
の
社
会
的
存
在
が
拡
大
し
、
医
療
従
事
者
の
社

会
的
責
任
が
高
ま
る
な
か
、
そ
の
重
責
の
中
心
を
担
っ
た
の
が
広
い
意
味
で
の
慶
應
義
塾
医
学
部
で
あ
っ
た
可
能
性
が
こ
こ
に
焙

り
だ
さ
れ
て
い
れ
ば
本
望
で
あ
る
。
じ
つ
は
こ
の
問
題
は
研
究
者
と
し
て
歩
き
始
め
た
時
点
か
ら
気
づ
き
、
考
え
始
め
て
い
た
課

題
で
も
あ
っ
た
。
小
生
が
在
籍
し
て
い
た
頃
の
慶
應
義
塾
（
三
田
）
の
近
世
日
本
経
済
史
で
は
、
階
級
や
搾
取
に
よ
る
説
明
と
は

別
な
解
釈
を
施
す
こ
と
が
使
命
と
思
い
、
市
場
経
済
の
力
を
積
極
的
に
活
用
し
た
江
戸
時
代
の
経
済
成
長
に
関
す
る
緻
密
な
シ
ナ

リ
オ
を
備
え
た
江
戸
時
代
史
像
を
学
界
に
示
し
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
、
人
口
だ
け
が
ど
う
も
思
う
よ
う
に
増
加
し
な
い
、
強
い

て
い
う
と
、
な
ぜ
こ
ん
な
に
婚
姻
出
生
力
が
低
く
、
上
昇
の
速
度
も
鈍
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
い
つ
も
つ
い
て

（
62
）

回
っ
た
。
結
婚
市

場
や
婚
姻
出
生
力
の
行
動
学
的
側
面
を
み
て
も
、
こ
れ
と
い
っ
て
大
き
な
出
生
力
成
長
の
阻
害
要
因
も
見
当
た
ら
（
63
）

な
い
。
む
し

ろ
、
農
村
工
業
化
と
都
市
化
で
庶
民
の
稼
得
機
会
は
す
こ
ぶ
る
大
き
く
な
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
な
か
、
慶
應
義
塾
在
籍
の
最
後
の
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五
年
間
を
学
問
上
の
畏
友
で
あ
る
鈴
木
晃
仁
氏
（
慶
應
義
塾
経
済
学
部
教
授
）
と
と
も
に
文
部
科
学
省
学
術
創
成
研
究
に
携
わ

り
、
危
機
管
理
の
歴
史
研
究
と
い
う
全
く
新
鮮
な
分
野
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
目
を
見
開
か
さ
れ
た
こ
と
は
、
感
染

症
と
い
う
厄
介
で
は
あ
る
が
、
市
場
経
済
と
親
近
性
の
強
い
興
味
深
い
問
題
で

（
64
）

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
外
部
社
会
か
ら
ル
ー
プ
に

よ
っ
て
侵
入
し
た
病
原
体
が
、
サ
ー
キ
ッ
ト
に
よ
っ
て
内
部
を
循
環
す
る
と
い
う
魅
力
的
な
考
え
方
に
出
会
っ
た
。
市
場
経
済
の

浸
透
の
仕
方
と
全
く
同
じ
で
は
な
い
か
。
病
原
体
の
移
動
を
追
う
こ
と
で
ほ
ぼ
そ
の
社
会
の
盛
衰
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
前

近
代
の
市
場
社
会
と
考
え
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
、
ま
さ
に
市
場
経
済
が
諸
刃
の
剣
た
る
由
縁
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
江
戸
の
外
国
情
報
お
よ
び
飛
来
型
感
染
症epidem

ic
infection

発
信
基
地
で
あ
る
長
崎
の
研
究
も
以
前
か
ら

行
っ
て
き
た
。
長
崎
研
究
を
始
め
た
起
点
は
長
崎
外
町
の
一
角
に
あ
る
桶
屋
町
で
あ
っ
た
（
現
在
の
長
崎
警
察
署
付
近
）。
こ
こ

は
福
沢
諭
吉
が
幕
末
に
逗
留
し
た
光
永
寺
が
あ
る
こ
と
で
も
慶
應
関
係
者
に
は
有
名
で
あ
る
が
、
江
戸
中
期
以
降
、
阿
蘭
陀
通
詞

の
由
緒
あ
る
二
家
―
―
横
山
家
と
名
村
家
―
―
が
在
住
し
た
町
と
し
て
た
い
へ
ん
賑
わ
っ
た
歴
史
が
あ
っ
た
。
や
が
て
、
横
山
家

が
町
外
へ
去
り
、
幕
末
に
は
名
村
家
当
主
の
倅
が
抜
け
荷
の
罪
で
処
罰
さ
れ
、
存
亡
の
危
機
に
瀕
す
る
な
ど
激
動
を
経
験
す
る
こ

と
に

（
65
）

な
っ
た
。
そ
ん
な
町
に
中
津
藩
の
奥
平
家
と
関
係
の
あ
る
光
永
寺
が
あ
る
と
は
い
え
、
な
ぜ
福
沢
が
大
切
な
時
間
を
短
期
間

と
は
い
え
こ
こ
で
す
ご
し
た
の
か
。
そ
の
時
期
が
海
軍
伝
習
所
開
設
の
時
期
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
が
何
よ
り
も

オ
ラ
ン
ダ
医
化
学
（
蘭
方
医
学
）
の
伝
習
に
大
き
な
影
響
力
を
も
つ
阿
蘭
陀
通
詞
が
住
む
町
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
福
沢

の
長
崎
逗
留
の
意
義
を
改
め
て
考
え
直
す
必
要
も
あ
る
。
そ
の
後
、
適
塾
に
身
を
寄
せ
る
こ
と
に
な
り
、
以
降
の
福
沢
の
動
静
は

本
稿
に
記
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
天
然
痘
や
結
核
と
同
じ
程
度
に
日
本
社
会
を
悩
ま
せ
た
梅
毒
を
研
究
す
る
幕
末
維
新
以
降
の
中

心
に
慶
應
義
塾
が
あ
っ
た
歴
史
を
思
う
と
、
そ
れ
こ
そ
福
沢
の
近
代
科
学
技
術
へ
の
こ
だ
わ
り
が
継
承
さ
れ
た
学
統
な
の
か
も
し

れ
な
い
と
改
め
て
思
っ
た
。
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＊

本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
大
阪
大
学
経
済
学
研
究
科
の
院
生
と
し
て
博
士
後
期
課
程
に
入
学
以
来
近
代
大
阪
の
乳
児
死
亡
研
究
に
没

頭
、
学
位
取
得
の
後
二
〇
一
六
年
に
念
願
の
著
書
を
出
版
し
、
常
に
乳
児
死
亡
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
刺
激
し
続
け
て
い
た
だ
い
た
樋
上
恵

美
子
さ
ん
（
独
立
研
究
者
）
と
の
討
論
は
た
い
へ
ん
有
益
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
本
稿
執
筆
に
必
要
な
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
ワ
ー
ク
を
行
う
う
え

で
、
慶
應
義
塾
図
書
館
の
存
在
は
と
て
も
大
き
か
っ
た
。
と
く
に
、
図
書
冊
数
の
無
制
限
貸
出
を
原
則
塾
員
（
一
部
）
に
ま
で
拡
大
し
た
英

断
に
対
し
て
心
よ
り
敬
意
を
払
う
と
と
も
に
、
慶
應
義
塾
が
再
び
知
の
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
に
な
る
可
能
性
が
出
て
き
た
こ
と
に
塾
員
と
し
て

期
待
と
喜
び
を
感
じ
て
い
る
。
本
稿
は
、「
近
代
日
本
農
村
の
学
童
の
身
体
体
格
成
長
と
そ
の
社
会
経
済
史
的
要
因
分
析
」（
日
本
学
術
振
興

会
科
学
研
究
費
補
助
金

基
盤
研
究
、
二
〇
一
六
年
度
〜
二
〇
一
九
年
度
、
研
究
代
表
友
部
謙
一
、
一
橋
大
学
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ

る
。
な
お
、
拙
稿
「
近
世
日
本
の
人
口
戦
略
」
秋
田
・
脇
田
編
『
人
と
健
康
の
世
界
史
』（
世
界
史
叢
書
）
京
都
・
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
・
二

〇
一
八
年
刊
行
予
定
と
本
稿
の
記
述
に
は
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
。

注（
1
）
近
世
の
主
要
な
人
口
史
料
で
あ
る
宗
門
人
別
帳
は
年
に
一
回
の
登
録
で
あ
っ
た
の
で
、
次
回
の
登
録
ま
で
に
生
き
延
び
ら
れ
な
か
っ
た

乳
児
は
登
録
機
会
を
逸
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
乳
児
死
亡
の
実
態
は
原
則
不
明
で
あ
っ
た
。
近
代
東
京
に
残
さ
れ
た
乳
児
死

亡
統
計
は
各
区
別
統
計
が
せ
い
ぜ
い
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
細
か
い
単
位
で
の
統
計
は
管
見
の
か
ぎ
り
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
統
計
分

析
が
で
き
る
規
模
の
個
票
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
大
阪
で
も
発
見
で
き
な
か
っ
た
。

（
2
）
丸
山
博
（
元
大
阪
大
学
医
学
部
教
授
）
の
存
在
は
ま
さ
に
日
本
に
お
け
る
乳
児
死
亡
研
究
の
礎
で
あ
る
（
丸
山
博
『
社
会
医
学
研
究

一：

乳
児
死
亡
』
東
京
・
医
療
図
書
出
版
社
・
一
九
七
六
年
、
同
『
乳
児
を
し
て
叫
ば
し
め
よ
』（
丸
山
博
著
作
集
第
一
巻
）
東
京
・
農

文
協
・
一
九
八
九
年
）。
丸
山
は
岸
和
田
市
内
の
労
働
者
世
帯
を
対
象
と
し
た
疫
学
調
査
を
通
じ
て
、
乳
児
死
亡
指
標
で
あ
る
α
イ
ン

デ
ッ
ク
ス
を
考
案
し
、
母
胎
環
境
や
母
親
の
免
疫
の
影
響
が
強
い
乳
児
初
期
の
段
階
と
そ
れ
以
降
の
乳
児
死
亡
を
区
別
し
て
分
析
考
察
す

る
こ
と
を
、
論
理
と
実
証
の
複
雑
な
関
係
を
解
き
ほ
ぐ
し
な
が
ら
行
い
（
近
代
大
阪
に
密
着
し
た
記
述
と
し
て
、
樋
上
恵
美
子
『
近
代
大
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阪
の
乳
児
死
亡
と
社
会
事
業
』
大
阪
大
学
出
版
会
・
二
〇
一
六
年
・
序
章
、
そ
れ
を
全
国
に
広
げ
た
分
析
と
し
て
白
井
泉
「
乳
児
死
亡
の

構
造
と
丸
山
博
の
ア
ル
フ
ァ
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
―
新
生
児
死
亡＝

母
胎
・
母
体
を
取
り
ま
く
生
活
環
境
指
標
の
発
見
―
」『
三
田
学
会
誌
』

九
九
巻
三
号
・
二
〇
〇
六
年
が
あ
る
）、
ま
さ
に
乳
児
死
亡
が
社
会
的
問
題
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
研
究
を
通
じ
て
訴
え
続
け
、
後
年
森
永

ヒ
素
ミ
ル
ク
事
件
に
関
連
し
て
そ
の
被
害
者
救
済
に
大
き
く
貢
献
し
た
こ
と
は
学
者
の
本
懐
と
も
い
う
べ
き
生
き
様
で
あ
っ
た
（
丸
山
博

『
食
生
活
の
基
本
を
問
う
』（
丸
山
博
著
作
集
第
三
巻
）
東
京
・
農
文
協
・
一
九
八
九
年
）。
も
う
一
人
の
印
象
的
な
人
物
は
実
業
家
で
あ

る
本
山
彦
一
（
元
大
阪
毎
日
新
聞
社
社
長
・
慶
應
義
塾
卒
）
で
あ
る
。
新
聞
実
業
家
と
し
て
の
力
量
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
大

阪
毎
日
新
聞
慈
善
団
の
創
設
者
で
あ
り
、
そ
の
後
の
理
事
長
と
し
て
の
責
務
に
注
目
し
た
い
。「
一
本
の
指
の
う
づ
き
は
、
同
時
に
全
身

の
苦
痛
で
あ
る
…
…
社
会
の
一
隅
に
、
生
活
に
疲
れ
、
病
に
苦
し
む
者
の
存
す
る
こ
と
は
…
…
社
会
全
体
の
悩
み
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」（『
大
阪
毎
日
新
聞
慈
善
団
二
十
年
史
』・
序
文
、
ま
た
、
木
村
和
世
『
路
地
裏
の
社
会
史：

大
阪
毎
日
新
聞
記
者
村
嶋
歸
之
の
軌
跡
』

京
都
・
昭
和
堂
・
二
〇
〇
七
年
・
第
四
部
）
に
か
れ
の
す
べ
て
が
集
約
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
存
在
感
が
乳
児
死
亡
が
抱
え
る
問
題
を
明
確

に
し
、
適
切
な
対
応
を
企
て
、
大
阪
市
部
の
乳
児
死
亡
の
改
善
に
つ
な
が
っ
た
。
大
阪
市
の
行
政
関
係
で
は
、
関
一
（
元
大
阪
市
市
長
・

一
橋
大
学
教
授
）
に
よ
る
社
会
衛
生
お
よ
び
産
業
の
基
盤
整
備
に
よ
る
社
会
改
造
と
藤
原
九
十
郎
（
元
大
阪
市
保
健
部
長
）
に
よ
る
公
衆

衛
生
の
実
践
活
動
に
は
目
を
み
は
る
も
の
が
あ
る
（
樋
上
前
掲
書
参
照
）。

（
3
）
乳
児
死
亡
関
係
の
資
料
残
存
状
況
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

（
4
）
樋
上
前
掲
書
・
二
〇
一
六
年
参
照
。

（
5
）
日
本
に
お
い
て
梅
毒
に
酷
似
す
る
症
状
が
す
で
に
最
古
の
医
学
書
『
大
同
類
聚
方
』（
八
〇
八
年
成
立
）
に
み
ら
れ
る
と
い
う
説
も
あ

る
（
後
述
。
槇
佐
知
子
『�
医
心
方
�
事
始
日
本
最
古
の
医
学
全
書
』
藤
原
書
店
・
二
〇
一
七
年
・
第
九
章
）。
こ
こ
で
は
、
強
力
な
性
病

性
梅
毒
（
真
正
梅
毒
）
の
侵
入
以
降
と
い
う
時
代
性
を
強
調
し
た
。（
土
肥
慶
蔵
『
世
界
黴
毒
史
』
形
成
社
・
一
九
七
三
年
、
一
九
二
一

年
の
改
版
新
版
）

（
6
）
発
見
の
時
代
順
に
並
べ
る
と
、
淋
菌
は
一
八
七
九
年
に
ア
ル
ベ
ル
ト
・
Ｌ
・
Ｓ
・
ナ
イ
サ
ーA

lbertN
eisser

に
よ
り
、
同
八
九
年
に
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オ
ー
ガ
ス
ト
・
デ
ュ
ク
レ
ーA

uguste
D
ucrey

に
よ
り
軟
性
下
疳
が
、
そ
し
て
Ｆ
・
Ｒ
・
シ
ャ
ウ
デ
ンFritz

Schaudinn

と
エ
リ
ッ
チ
・

ホ
フ
マ
ンEric

H
offm
an

に
よ
り
梅
毒
の
一
種
ト
レ
ポ
ネ
マ
・
パ
リ
ダ
ムTreponem

a
Pallidum

が
そ
れ
ぞ
れ
検
出
さ
れ
た
。

（
7
）Susan

M
.R
everby.Exam

ining
Tuskegee

:
the
infam

ous
syphilis

study
and
its
legacy.C

hapelH
ill:
The
U
niversity

of
N
orth

C
arolina

Press.2009.

（
8
）
そ
の
高
木
が
大
阪
府
衛
生
課
長
の
時
、
大
阪
府
下
の
乳
幼
児
母
親
保
健
指
導
員
を
導
入
し
、
乳
児
死
亡
対
策
に
も
大
い
に
貢
献
し
て
い

た
こ
と
は
印
象
的
で
あ
る
（
樋
上
前
掲
書
・
二
五
七
頁
お
よ
び
衛
保
会
歴
史
部
会
「
乳
幼
児
及
び
母
親
指
導
員
制
度
の
誕
生
と
そ
の
活

動
」『
保
健
婦
雑
誌
』
四
三
巻
一
〇
号
・
一
九
八
七
年
参
照
）。
ま
た
、
大
阪
府
立
社
会
衛
生
院
開
設
（
一
九
三
七
年
）
の
際
、
農
村
衛
生

の
担
当
講
師
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
（
衛
保
会
歴
史
部
会
「
全
国
社
会
保
健
婦
大
会
戦
前
・
戦
中
の
保
健
婦
教
育
（
1
）」『
保
健
婦
雑

誌
』
四
四
巻
二
号
・
一
九
八
八
年
参
照
。

（
9
）
日
本
の
梅
毒
学
者
・
土
肥
慶
蔵
の
次
の
こ
と
ば
も
気
に
な
る
。「『
扶
氏
経
験
遺
訓
』（
液
質
変
性
病
の
章
）
は
、
血
水
病
理
説
＋
三
病

同
毒
説
で
あ
っ
た
が
、
叙
述
頗
る
明
細
に
し
て
、
緒
方
洪
庵
氏
の
蘭
本
重
訳
が
我
梅
毒
学
の
開
発
に
お
い
て
力
多
か
り
し
を
思
う
」（
土

肥
前
掲
書
・
一
五
二
〜
一
五
三
頁
）。

（
10
）
梅
毒
ト
レ
ポ
ネ
ー
マ
感
染
症
の
症
状
は
三
〜
四
段
階
で
把
握
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
感
染
か
ら
の
経
過
時
間
に
応
じ
て
、
第
一
期

（
感
染
後
三
週
間
〜
三
ヶ
月
ほ
ど
）、
第
二
期
（
感
染
後
三
ヶ
月
〜
三
ヶ
年
ほ
ど
）、
第
三
期
（
感
染
後
三
ヶ
年
〜
十
ヶ
年
）、
そ
し
て
第
四

期
（
感
染
後
十
ヶ
年
以
降
）
と
な
る
が
、
第
一
期
と
第
二
期
は
感
染
し
や
す
い
時
期
で
あ
り
、
感
染
後
約
一
週
間
〜
一
三
週
間
で
発
症
す

る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（
11
）
ビ
ル
ギ
ッ
ト
・
ア
ダ
ムB

irgitA
dam

『
性
病
の
世
界
史
』（
瀬
野
文
教
訳
）
東
京
・
草
思
社
・
二
〇
一
六
年
は
世
界
規
模
の
視
野
を

も
っ
た
出
色
の
梅
毒
史
研
究
で
あ
る
。

（
12
）
古
人
類
学paleoarcheaology

か
ら
分
化
し
た
分
野
で
、
日
本
で
も
二
〇
〇
九
年
に
骨
考
古
学
研
究
会
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）
こ
こ
で
の
ト
レ
ポ
ネ
ー
マ
感
染
症
の
記
述
は
、K

EG
G
D
ISEA

SE
D
A
TA
B
A
SE
:
http://w

w
w
.genom

e.jp/kegg/disease/disease_ja.
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htm
l

を
参
照
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
、
ピ
ン
タpinta

と
呼
ば
れ
る
風
土
病
性
ト
レ
ポ
ネ
ー
マ
症
（
カ
ラ
ー
ト
で
も
知
ら
れ
、

皮
膚
の
み
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
か
ら
風
土
病
性
の
ト
レ
ポ
ネ
ー
マ
症
の
中
で
は
最
も
穏
や
か
な
症
状
を
呈
す
る
）
が
あ
る
。
こ
の
病
気

は
皮
膚
色
の
変
化
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
ピ
ン
タ
は
熱
帯
中
央
南
ア
メ
リ
カ
の
人
里
離
れ
た
田
舎
の
地
域
に
今
で
も
蔓
延
し
て
い

る
。

（
14
）
太
田
博
樹
・
長
谷
川
眞
理
子
編
著
『
ヒ
ト
は
病
気
と
と
も
に
進
化
し
た
』（
シ
リ
ー
ズ
認
知
と
文
化
）
東
京
・
勁
草
書
房
・
二
〇
一
三

年
第
六
章
参
照
。

（
15
）
ロ
バ
ー
ト
・
Ｓ
・
デ
ソ
ウ
ィ
ッ
ツR

obertD
esow

itz

『
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
持
ち
帰
っ
た
病
気：

海
を
越
え
る
ウ
イ
ル
ス
・
細
菌
・
寄
生

虫
』（
藤
田
絋
一
郎
監
修
・
古
草
秀
子
訳
）
東
京
・
翔
泳
社
・
一
九
九
九
年
第
三
章
参
照
。

（
16
）
梅
毒
史
の
研
究
者
で
あ
り
医
師
で
も
あ
る
中
西
淳
朗
（
慶
應
義
塾
大
学
医
学
専
門
部
卒
）
は
、「
駆
梅
処
方
の
変
遷
史
話
」
福
田
眞

人
・
鈴
木
則
子
編
著
『
日
本
梅
毒
史
の
研
究
』
京
都
・
思
文
閣
出
版
・
二
〇
〇
五
年
に
お
い
て
、
真
正
梅
毒
の
突
発
的
変
異
の
可
能
性
に

言
及
し
て
い
る
も
の
の
、
仮
説
の
一
部
に
は
し
な
か
っ
た
。

（
17
）
注
（
4
）
に
同
じ
。『
大
同
類
聚
方
』
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
槇
佐
知
子
全
訳
精
解
『
大
同
類
聚
方
』
第
五
巻
（
処
方
部
の
三
）、
巻
之

九
四
、
六
二
〇
〜
六
二
八
頁
、
新
泉
社
、
一
九
九
二
年
参
照
。

（
18
）
日
本
に
お
け
る
天
然
痘
の
社
会
史
に
つ
い
て
はA

kihito
Suzuki,“Sm

allpox
and
the
Epidem

iologicalH
eritage

of
M
odern

Japan
:

Tow
ards
a
TotalH

istory”,M
edicalH

istory,55
:
313-318,2011.

、
参
照
。

（
19
）
埋
蔵
骨
の
病
理
学
的
な
証
拠
に
基
づ
い
た
梅
毒
研
究
へ
の
次
の
よ
う
な
厳
し
い
見
解
も
あ
る
。K

ristin
N
.H
arper,M

olly
K
.Zucker-

m
an,M

egan
L.H
arper,John

D
.K
ingston,and

G
eorge

J.A
rm
elagos,“The

O
rigin

and
A
ntiquity

of
Syphilis

R
evisited

:
A
n

A
ppraisalof

O
ld
W
orld
Pre-C

olum
bian

Evidence
for
Treponem

alInfection”,YEARBO
O
K
O
F
PH
YSIC

AL
AN
TH
RO
PO
LO
G
Y,

54
:99-133,2011.

（
20
）
た
と
え
ば
、
江
戸
時
代
の
川
柳
に
「
生
娘
に
ひ
っ
か
か
れ
た
が
瘡
に
な
り
」（
三
浦
三
郎
『
江
戸
時
代
・
川
柳
に
み
る
く
す
り
の
民
俗

28



学
』
東
京
・
健
友
館
・
一
九
八
〇
年
・
七
二
頁
）
が
あ
る
。
思
春
期
の
娘
に
よ
る
引
っ
掻
き
傷＝

皮
膚
接
触
感
染
に
よ
る
梅
毒
罹
患
の
危

険
性
を
表
現
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
梅
毒
以
外
の
ト
レ
ポ
ネ
ー
マ
感
染
症
を
指
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

（
21
）
近
世
都
市
に
関
す
る
記
述
は
斎
藤
修
『
江
戸
と
大
阪：

近
代
日
本
の
都
市
起
源
』
東
京
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
・
二
〇
〇
二
年
、
友
部
謙
一

「
結
婚
と
出
生
の
歴
史
人
口
学
的
分
析
」
日
本
人
口
学
会
編
『
人
口
学
事
典
』
東
京
・
丸
善
・
二
〇
一
八
年
、
お
よ
び
友
部
謙
一
「
近
世

都
市
長
崎
に
お
け
る
人
口
衰
退
に
つ
い
て
」『
三
田
学
会
雑
誌
』
92
巻
1
号
・
一
九
九
九
年
、
八
一
〜
一
〇
三
頁
な
ど
を
参
照
し
た
。

（
22
）
地
域
の
市
場
階
層
構
造
に
つ
い
て
は
、
友
部
謙
一
『
前
工
業
化
期
日
本
の
農
家
経
済
』
東
京
・
有
斐
閣
・
二
〇
〇
七
年
・
第
八
章
参

照
。

（
23
）
自
国
で
の
貨
幣
鋳
造
を
す
す
る
こ
と
な
く
輸
入
銭
や
鐚
銭
だ
け
で
貨
幣
経
済
を
維
持
し
て
き
た
時
代
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
貨
幣
鋳

造
権
を
行
使
す
る
な
か
で
展
開
す
る
場
合
と
は
ま
っ
た
く
別
の
基
準
で
動
い
て
い
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
るM

ikam
iY
oshitaka

w
ith
Joshua

Batts,“
Coins

and
com
m
erce

in
classicalJapan”,in

F.Friday.ed.,Routledge
handbook

ofprem
odern

Japanese

history,N
ew
Y
ork
:Routledge,pp.353-364,2017

参
照
。
結
果
的
に
は
や
は
り
土
地
経
済
を
基
盤
と
し
た
実
物
経
済
の
下
支
え
が
何

よ
り
も
必
要
な
時
代
で
あ
っ
た
。
感
染
症
の
検
討
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
伝
播
範
囲
が
縮
小
す
る
一
方
で
、
地
域
へ
の
伝
播
強
度
や

深
度
は
一
挙
に
深
ま
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

（
24
）
山
本
俊
一
『
梅
毒
か
ら
エ
イ
ズ
へ：

売
春
と
性
病
の
日
本
近
代
史
』
東
京
・
朝
倉
書
店
・
一
九
九
四
年
・
第
二
章
参
照
。

（
25
）
江
戸
の
吉
原
遊
郭
に
関
す
る
「
元
和
よ
り
極
楽
浄
土
娑
婆
に
出
来
」
三
浦
前
掲
書
・
七
〇
頁
な
る
川
柳
は
幕
府
の
管
理
買
売
春
政
策
を

端
的
に
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
目
標
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
江
戸
市
中
に
多
数
出
現
し
た
岡
場
所
（
私
娼
窟
）
を
み
れ
ば

一
目
瞭
然
で
あ
る
。

（
26
）
江
戸
市
中
で
の
未
婚
男
性
の
滞
留
（
在
）
の
状
況
は
実
は
ま
だ
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
長
崎
桶
屋
町
の
事
例
で
は
、
下
層
で
あ
る

借
家
層
の
場
合
、
平
均
二
年
〜
三
年
で
町
か
ら
町
へ
居
住
地
を
変
え
て
い
く
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
（
筆
者
作
成
の
移
動
分
析
シ
ー
ト
よ

近世・近代日本の花柳病（梅毒）・死流産・出生力の因果関係をめぐって
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り
算
出
）。
農
村
出
身
の
未
婚
の
女
子
の
場
合
は
、
と
く
に
重
篤
も
し
く
は
長
期
に
煩
っ
た
（
た
と
え
ば
結
核
な
ど
の
）
場
合
、
出
身
村

へ
帰
村
す
る
傾
向
が
近
代
に
な
っ
て
も
確
認
で
き
る
（
帯
患
帰
郷
）。
近
世
に
つ
い
て
は
友
部
謙
一
「
近
世
日
本
の
人
口
戦
略
」
秋
田
・

脇
田
編
『
人
と
健
康
の
世
界
史
』（
世
界
史
叢
書
）
京
都
・
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
・
二
〇
一
八
年
を
、
近
代
日
本
の
結
核
の
分
析
事
例
はM

.

H
anashim

a
&
K
.
Tom
obe.

“U
rbanization,

industrialization
and
M
ortality

in
m
odern

Japan
:
a
spacio-tem

poral
perspective”,

Annals
ofG
IS,18

（1

）:57-70,2012

を
み
よ
。
ま
た
、
幕
末
期
江
戸
の
結
婚
市
場
に
つ
い
て
は
、
友
部
前
掲
論
文
「
結
婚
」
二
〇
一
八

年
を
み
よ
。

（
27
）
「
一
ぺ
ん
は
瘡
も
か
き
や
れ
と
た
わ
け
者
」
や
「
安
遊
び
父
母
は
た
だ
そ
の
病
を
憂
ふ
」（
三
浦
前
掲
書
・
七
二
頁
）
と
い
う
川
柳
に
表

現
さ
れ
る
。

（
28
）
江
戸
時
代
の
骨
考
古
学
（
成
人
骨
）
に
お
け
る
信
頼
で
き
る
科
学
的
推
計
に
よ
れ
ば
、
江
戸
市
中
の
梅
毒
患
者
の
頻
度
を
推
計
す
る

と
、
五
四
・
五
％
と
い
う
値
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
値
は
、
単
純
に
み
れ
ば
、
江
戸
市
中
に
住
む
成
人
人
口
の
約
半
数
が
な
ん
ら

か
の
形
で
梅
毒
に
罹
患
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
（
鈴
木
隆
雄
『
骨
か
ら
見
た
日
本
人
』（
講
談
社
学
術
文
庫
）・
東
京
・

講
談
社
・
二
〇
一
〇
年
・
第
六
章
）。
杉
田
玄
白
の
往
診
範
囲
を
統
計
的
に
み
る
と
、
在
所
の
江
戸
浜
町
周
辺
の
い
わ
ゆ
る
大
川
（
隅
田

川
）
流
域
の
下
町
に
集
中
し
て
い
る
（
片
桐
一
男
『
江
戸
の
蘭
方
医
学
事
始：

阿
蘭
陀
（
オ
ラ
ン
ダ
）
通
詞
・
吉
雄
幸
左
衛
門
耕
牛
』

（
丸
善
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）・
東
京
・
丸
善
・
二
〇
〇
〇
年
・
第
三
章
及
び
、
松
崎
欣
一
『
杉
田
玄
白
晩
年
の
世
界
』
東
京
・
慶
應
義
塾
大
学

出
版
会
・
二
〇
一
七
年
・
第
二
章
参
照
）。

（
29
）
原
本
の
画
像
は
、
滋
賀
医
科
大
学
河
村
文
庫：

http://w
w
w
.shiga-m

ed.ac.jp/library/kaw
am
ura/content/bunsatsu/K

0110.htm
l

で
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
江
戸
時
代
の
漢
方
医
を
代
表
す
る
吉
益
東
洞
に
よ
る
「
万
病
一
毒
」
思
想
の
根
源
が
『
黴
瘡
秘
録
』
を
は
じ

め
と
す
る
梅
毒
治
療
へ
の
専
念
に
あ
っ
た
と
す
る
見
解
も
あ
る
（
寺
澤
捷
年
『
吉
益
東
洞
の
研
究：

日
本
漢
方
創
造
の
思
想
』
東
京
・
岩

波
書
店
・
二
〇
一
二
年
・
第
二
章
参
照
）。
江
戸
時
代
の
梅
毒
観
を
医
学
書
か
ら
展
望
し
た
も
の
に
、
鈴
木
則
子
「
江
戸
時
代
の
医
学
書

に
み
る
梅
毒
観
に
つ
い
て
」
福
田
眞
人
・
鈴
木
則
子
編
『
日
本
梅
毒
史
の
研
究
』
京
都
・
思
文
閣
出
版
・
二
〇
〇
五
年
・
三
七
〜
六
六
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頁
。

（
30
）
梅
毒
お
よ
び
水
銀
毒
治
療
薬
と
し
て
「
山
帰
来
」
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
中
国
か
ら
大
量
に
輸
入
さ
れ
、
流
通
し
（
羽
生
和
子
『
江
戸

時
代
、
漢
方
薬
の
歴
史
』
大
阪
・
清
文
堂
・
二
〇
一
〇
年
・
第
三
章
参
照
。
大
坂
道
修
町
周
辺
の
薬
種
の
流
通
事
情
に
つ
て
も
詳
し
い
）、

近
代
に
な
っ
て
も
サ
ル
バ
ル
サ
ン
導
入
前
の
梅
毒
治
療
薬
と
し
て
鳴
り
物
入
り
で
販
売
さ
れ
た
大
阪
・
森
下
南
陽
堂
の
「
毒
滅
」（
ド
イ

ツ
宰
相
ビ
ス
マ
ル
ク
の
肖
像
を
掲
げ
た
商
標
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
も
有
名
。
内
藤
記
念
く
す
り
博
物
館H

P

参
照：

http://w
w
w
.eisai.co.jp/

m
useum

/inform
ation/topics/topics14_12.htm

l

）
に
お
い
て
も
主
成
分
と
な
る
ほ
ど
、
日
本
社
会
へ
の
そ
の
定
着
性
に
は
驚
か
さ
れ
る
。

「
毒
を
以
て
毒
を
制
す
」
と
い
う
梅
毒
治
療
の
中
核
に
あ
っ
た
水
銀
の
普
及
と
浸
透
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
こ
れ
は
い
う

ま
で
も
な
く
「
万
病
一
毒
」（
吉
益
東
洞
）
の
考
え
方
で
あ
る
（
寺
澤
前
掲
書
・
第
一
章
）。

（
31
）
助
手
に
は
、
松
本
良
順
（
の
ち
に
順
）
が
当
た
っ
た
（
福
田
眞
人
「
検
黴
の
は
じ
ま
り
と
梅
毒
の
言
説
」
福
田
・
鈴
木
編
前
掲
書
、
一

三
七
〜
一
七
四
頁
参
照
）。

（
32
）
幕
末
維
新
期
の
検
黴
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
福
田
前
掲
論
文
も
便
利
で
あ
る
が
、
こ
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
検
黴
の
助
手
を
め
ぐ
っ
て
は
紆

余
曲
折
が
あ
り
（
松
山
棟
庵
と
す
る
混
同
が
最
近
ま
で
み
ら
れ
る
が
正
確
に
は
松
山
不
苦
（
富
久
）
庵
で
あ
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
高

く
、
訂
正
を
必
要
と
す
る
）、
そ
の
事
情
は
中
西
淳
朗
「
横
浜
医
学
史
細
見
」『
日
本
医
史
学
雑
誌
』
三
七
（
三
）・
一
九
九
一
年
・
四
四

八
〜
四
五
〇
頁
、
同
著
「
検
梅
医
・
松
山
不
苦
庵
の
足
跡
」『
日
本
医
史
学
雑
誌
』
四
六
（
四
）・
二
〇
〇
〇
年
・
六
六
九
〜
六
七
一
頁
お

よ
び
同
著
「
近
代
横
浜
医
学
へ
の
歩
み：

松
山
棟
庵
と
松
山
不
苦
庵
義
定
ま
で
」『
郷
土
神
奈
川
』
三
九
・
二
〇
〇
一
年
・
一
〜
一
二
頁
。

な
お
、
荒
井
保
男
『
日
本
近
代
医
学
の
黎
明：

横
浜
医
療
事
始
め
』
東
京
・
中
央
公
論
新
社
・
二
〇
一
一
年
で
は
、
該
当
箇
所
（
九
三

頁
）
の
記
述
は
不
苦
庵
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
間
の
経
緯
が
明
確
で
な
い
の
で
、
あ
え
て
こ
こ
に
記
し
た
。
ま
た
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
横

浜
に
ロ
ッ
ク
ホ
ス
ピ
タ
ル
を
設
立
し
た
同
じ
明
治
三
年
の
秋
に
か
れ
が
実
施
し
た
種
痘
の
助
手
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
早
矢
仕
有
的
と
松

山
棟
庵
（
横
浜
市
役
所
『
横
浜
市
史
稿
』
政
治
編
三
・
一
九
三
二
年
・
五
七
六
頁
）
の
二
名
が
通
説
に
な
っ
て
い
る
が
、
今
回
調
査
を
し

て
、
そ
れ
が
早
矢
仕
有
的
と
松
山
不
苦
庵
（
神
奈
川
県
立
図
書
館
『
神
奈
川
県
史
料
』
第
五
巻
政
治
部
四
・
一
九
六
五
年
・
三
九
一
頁
）
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の
二
名
で
あ
る
と
い
う
資
料
を
発
見
し
た
。
実
は
、
小
玉
順
三
『
幕
末
・
明
治
の
外
国
人
医
師
た
ち
』
東
京
・
大
空
社
・
一
九
九
七
年
・

年
表
に
お
い
て
、
同
様
な
見
解
を
提
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
出
典
が
『
横
浜
市
史
稿
』
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
聊
か
混
乱
し
て
い
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
同
じ
時
と
場
所
で
種
痘
と
検
黴
と
い
う
業
務
に
助
手
と
し
て
参
加
し
た
同
姓
（
松
山
）
の
医
師
が
二
名
い
て
も
全
く
不
思

議
で
は
な
い
が
、
今
後
の
さ
ら
な
る
確
定
作
業
が
必
要
だ
。

（
33
）
ジ
ョ
ー
ジ
・
ニ
ュ
ー
ト
ン
「
一
八
六
九
年
の
横
浜
梅
毒
病
院
の
医
療
報
告
」
小
玉
前
掲
書
・
付
録
参
照
。
た
だ
し
、
た
と
え
ば
中
野
操

『
増
補
日
本
医
事
大
年
表
』
京
都
・
思
文
閣
出
版
・
一
九
七
二
年
・
一
八
七
〇
年
三
月
の
事
項
に
あ
る
よ
う
な
「
横
浜
徽
毒
病
院
長

ニ
ュ
ー
ト
ン
ノ
覚
書
ニ
ヨ
レ
バ
ー
月
現
在
横
浜
港
遊
廓
遊
女
総
数
七
百
五
十
名
、
検
徽
延
人
員
三
千
八
十
四
名
、
入
院
患
者
一
日
平
均
八

十
名
、
マ
タ
同
遊
廓
遊
女
ノ
徽
毒
罹
患
率
ハ
慶
応
三
年
以
前
ニ
ハ
八
十
％
ア
リ
シ
モ
ノ
ガ
検
徽
制
度
実
施
後
ノ
明
治
元
年
ニ
ハ
五
一
％
同

二
年
ニ
ハ
三
六
％
二
激
減
セ
リ
ト
」
と
い
う
よ
う
な
比
率
表
記
は
原
本
に
は
な
い
。

（
34
）
明
治
一
〇
年
代
後
半
に
展
開
し
た
高
木
兼
寛
に
よ
る
脚
気
研
究
は
日
本
人
に
よ
る
最
初
の
本
格
的
な
疫
学
研
究
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
（
そ
の
詳
細
を
知
る
に
は
松
田
誠
『
高
木
兼
寛
の
医
学
』
東
京
・
東
京
慈
恵
会
医
科
大
学
・
二
〇
〇
七
年
・
四
〇
〜
五
〇
六

頁
を
み
よ
、
ま
た
簡
約
に
知
る
に
は
『
高
木
兼
寛
伝
』
東
京
・
講
談
社
・
一
九
九
〇
年
・
第
三
章
を
参
照
）。

（
35
）
記
述
統
計
の
基
本
は
、
用
紙
に
縦
横
の
マ
ス
目
を
作
り
、
そ
こ
に
数
字
を
埋
め
て
い
く
、
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
作
成
作
業
で
あ
る
。
分
野
は

異
な
る
が
、
明
治
四
年
に
大
蔵
省
に
統
計
司
が
設
置
さ
れ
た
が
、
政
府
の
行
政
機
関
で
最
初
に
「
統
計
」
と
い
う
訳
語
が
付
さ
れ
た
よ
う

だ
が
、
そ
の
経
緯
を
み
る
と
ど
う
も
「
統
計
」
が
「
統
計
す
る
」
と
い
う
動
詞
形
（
た
と
え
ば
「
統
計
す
」
な
ど
）
で
使
わ
れ
、
在
来
的

な
語
感
が
す
で
に
あ
っ
た
よ
う
だ
（
島
村
志
郎
『
日
本
統
計
史
群
像
』
東
京
・
日
本
統
計
協
会
・
二
〇
〇
九
年
・
第
二
章
）。
こ
う
し
た

在
来
感
を
痛
感
し
て
い
た
の
が
黴
毒
医
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
36
）
江
戸
時
代
の
後
期
に
も
な
る
と
藩
や
幕
府
が
陋
習
と
し
て
の
堕
胎
や
間
引
き
を
取
り
締
ま
る
た
め
に
妊
娠
か
ら
出
産
ま
で
の
周
産
期
過

程
に
介
入
し
た
こ
と
は
あ
る
が
、
そ
の
意
図
は
非
日
常
的
な
事
件
で
あ
る
堕
胎
や
間
引
き
の
監
視
で
あ
っ
て
、
自
然
流
産
や
非
意
図
的
な

死
産
の
管
理
を
目
的
と
し
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
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（
37
）
た
と
え
ば
、R

ebecca
E.
LaFond

and
Sheila

A
.
Lukehart,

B
iological

B
asis
for
Syphilis,

C
LIN
IC
AL
M
IC
RO
BIO
LO
G
Y
RE-

VIEW
S,Jan.2006

:29-49

を
み
よ
。
ま
た
、
注
（
6
）
に
記
し
た
タ
ス
キ
ギ
ー
梅
毒
事
件
な
ど
も
そ
う
し
た
背
景
が
な
け
れ
ば
起
き
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
38
）
注
（
29
）
に
も
関
連
す
る
が
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
助
手
に
関
連
す
る
記
述
で
変
更
も
し
く
は
熟
慮
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
が
、
鈴
木
要

吾
『
松
山
棟
庵
先
生
伝
』
東
京
・
松
山
病
院
・
一
九
四
三
年
は
必
須
で
あ
る
。
シ
モ
ン
ズ
に
つ
い
て
は
、
荒
井
保
男
『
ド
ク
ト
ル
・
シ
モ

ン
ズ：

横
浜
医
学
の
源
流
を
求
め
て
』
神
奈
川
・
有
隣
堂
・
二
〇
〇
四
年
が
詳
し
い
。

（
39
）
も
う
ひ
と
つ
の
塩
化
水
銀
ⅠH

g
2 C
l2

は
甘
汞
で
あ
り
、
江
戸
時
代
に
は
白
粉
（
お
し
ろ
い
）
の
成
分
で
あ
る
軽
粉
と
し
て
使
わ
れ
た
。

鉛
や
水
銀
を
含
ん
だ
白
粉
を
多
用
し
た
江
戸
時
代
の
武
家
の
過
去
帳
か
ら
継
嗣
夭
折
（
乳
幼
児
死
亡
）
へ
の
影
響
を
指
摘
し
た
の
が
、
松

田
武
「
一
大
名
家
の
系
図
過
去
帳
よ
り
の
統
計
的
観
察
」『
医
学
史
研
究
』
四
九
号
、
三
三
〜
四
〇
頁
で
あ
る
。
ま
た
、
華
族
社
会
で
の

影
響
に
つ
い
て
は
、
森
岡
清
美
「
華
族
社
会
と
娶
妾
習
俗
の
崩
壊
」『
淑
徳
大
学
社
会
学
部
研
究
紀
要
』
第
三
四
号
、
二
〇
〇
〇
年
、
八

一
〜
一
一
九
頁
。
を
み
よ
。

（
40
）
原
本
写
『
黴
瘡
秘
録
』（
享
保
十
年
穀
且
・
安
永
三
年
再
板
・
京
師
書
林
）
は
、
滋
賀
医
科
大
学
河
村
文
庫
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

U
R
L
:http://w

w
w
.shiga-m

ed.ac.jp/library/kaw
am
ura/content/bunsatsu/K

0110.htm
l

に
よ
りW

EB

閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
砒
素
薬
剤
に
つ
い
て
は
、
杉
山
茂
『
薬
の
社
会
史
』
第
五
巻
・
東
京
・
近
代
文
芸
社
・
二
〇
〇
四
年
・
第
三
章
を
参
照
。
薬
用
鉱
物

に
つ
い
て
は
、
菊
池
賢
「
感
染
症
四
方
山
話
（
7
）」The

C
hem
icalTim

es,

二
三
一
号
・
二
〇
一
四
年
参
照
。

（
41
）
生
々
乳
と
砒
素
の
関
係
に
実
質
的
な
議
論
を
し
て
い
る
の
が
、D

anielM
arco

Tram
baiolo,“A

ntisyphilitic
m
ercury

drugs
in
early

m
odern

C
hina

and
Japan”,Asiatische

Studien/Etudes
Asiatiques,69

（4

）,pp.997-1016,2015.

で
あ
る
。
青
木
國
夫
他
編
『
水
銀

系
薬
物
製
法
書
九
編
』（
江
戸
科
学
古
典
叢
書
第
二
五
巻
）
東
京
・
恒
和
出
版
・
一
九
八
〇
年
も
参
照
。

（
42
）
寺
澤
前
掲
書
・
第
三
章
・
第
一
五
節
を
み
よ
。
こ
こ
に
登
場
す
る
薬
剤
と
し
て
、
大
黄＝

タ
デ
科
の
薬
用
植
物
、
乱
髪
霜＝

人
髪
の
黒

焼
き
か
ら
作
っ
た
生
薬
、
雄
黄＝

砒
素
の
硫
化
鉱
物
、
そ
し
て
薫
陸
香＝

乳
香
の
樹
脂
の
ひ
と
つ
が
あ
る
。
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（
43
）
寺
澤
前
掲
書
・
第
三
章
・
第
一
五
節
を
み
よ
。

（
44
）
中
西
淳
朗
「
古
写
本
「
長
崎
吉
雄
先
生
秘
伝
」
に
つ
い
て
」『
日
本
医
史
学
雑
誌
』
四
六
巻
四
号
・
二
〇
〇
〇
年
・
六
七
一
〜
六
七
二

頁
。
吉
雄
は
ツ
ュ
ン
ベ
リ
ー
か
ら
そ
の
詳
細
を
得
た
と
い
う
（
高
橋
文
「
Ｃ
・
Ｐ
・
ツ
ュ
ン
ベ
リ
ー
と
日
本
（
第
4
報
）・（
第
5
報
）」

『
薬
史
学
雑
誌
』
二
九
巻
一
号
・
一
九
九
四
年
・
四
七
〜
六
三
頁
）。

（
45
）
片
桐
一
男
・
前
掲
書
・
二
〇
〇
〇
年
・
第
一
章
に
阿
蘭
陀
通
詞
の
人
気
の
ほ
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
46
）
中
西
淳
朗
「
一
般
口
演：

梅
毒
の
薫
薬
療
法
に
つ
い
て
（
日
本
医
史
学
会
9
月
例
会
・
神
奈
川
地
方
会
第
15
回
学
術
大
会
合
同
会
）」

『
日
本
医
史
学
会
神
奈
川
地
方
会
だ
よ
り
』（
日
本
医
史
学
会
神
奈
川
地
方
会
）・
二
〇
〇
〇
年
・
九
頁
（
国
会
図
書
館
近
代
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
）。
砒
素
と
燻
蒸
と
い
う
組
み
合
わ
せ
が
駆
毒
に
功
を
奏
し
て
い
た
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
証
拠
が
あ
る
。
そ
れ
は
江
戸
の
梅
毒
患

者
の
多
く
が
そ
の
湯
治
で
足
し
げ
く
通
っ
た
群
馬
草
津
温
泉
の
効
能
成
分
に
砒
素
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
で
あ
る
（
木
川

田
喜
一
・
川
井
智
・
大
井
隆
夫
「
草
津
温
泉
主
要
源
泉
に
お
け
る
溶
存
ヒ
素
濃
度
経
年
変
化
と
ヒ
素
負
荷
量
の
見
積
」『
地
球
化
学
』
四

〇
号
・
一
二
五
〜
三
六
頁
・
二
〇
〇
六
年
）。

（
47
）
コ
レ
ラ
薬
に
つ
い
て
は
、
米
田
該
典
『
洪
庵
の
く
す
り
箱
』
大
阪
・
大
阪
大
学
出
版
会
・
二
〇
〇
一
年
・
第
三
章
を
み
よ
。
ま
た
、
道

修
町
の
廻
り
に
は
、
適
塾
（
蘭
学
）・
懐
徳
堂
（
漢
学
）・
梅
花
社
（
儒
学
）・
思
々
斎
塾
（
蘭
学
）・
泊
園
書
院
（
漢
学
）
と
い
う
五
つ
の

学
塾
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
役
割
は
薬
種
の
仲
買
だ
け
で
な
く
（
三
島
佑
一
『
薬
の
大
阪
道
修
町
』
大
阪
・
和
泉
書
院
・
二
〇
〇
六

年
）、
江
戸
後
期
に
は
芒
硝
（
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
利
尿
剤
）
や
軽
粉
（
塩
化
水
銀
の
甘
汞
を
主
成
分
と
し
た
梅
毒
薬
）
の
製
剤
に
も
積

極
的
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
三
ツ
橋
邦
治
郎
『
大
阪
製
薬
業
史
』
第
一
巻
・
大
阪
・
大
阪
製
薬
同
業
組
合
・

一
九
四
三
年
・
二
一
〜
四
四
頁
）。
道
修
町
の
薬
種
問
屋
本
家
筋
は
株
仲
間
の
統
制
が
強
か
っ
た
が
、
適
塾
周
辺
に
は
そ
の
分
家
筋
が
多

く
、
雰
囲
気
も
発
想
も
自
由
度
が
高
か
っ
た
よ
う
だ
（
米
田
前
掲
書
）。

（
48
）
こ
の
処
方
の
考
案
者
は
大
坂
居
住
の
漢
方
医
・
雲
松
如
古
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
は
不
明
と
の
こ
と
（
米
田
前
掲
書
）。

（
49
）
宇
都
宮
は
風
変
わ
り
な
人
で
あ
っ
た
よ
う
だ
（
今
泉
み
ね
『
名
ご
り
の
夢：
蘭
医
桂
川
家
に
生
れ
て
』（
東
洋
文
庫
）
東
京
・
平
凡
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社
・
一
九
六
三
年
）。
ま
た
科
学
者
と
し
て
の
姿
は
、
道
家
達
将
「
宇
都
宮
三
郎
」
豊
田
市
教
育
委
員
会
『
舎
密
か
ら
科
学
技
術
へ：

近

代
技
術
を
拓
い
た
男
・
宇
都
宮
三
郎
』
豊
田
市
教
育
委
員
会
・
一
一
九
頁
あ
る
い
は
第
一
章
参
照
。

（
50
）
秦
藤
樹
「
秦
佐
八
郎
の
生
涯
と
業
績
」『
日
本
医
史
学
雑
誌
』
三
三
巻
三
号
・
一
九
八
七
年
・
一
〜
一
三
頁
（
秦
八
千
代
・
秦
藤
樹

『
伝
記
・
秦
佐
八
郎
』
東
京
・
大
空
社
・
一
九
九
四
年
所
収
）
お
よ
び
秦
佐
八
郎
論
説
集
編
集
委
員
会
編
『
秦
佐
八
郎
論
説
集
』
東
京
・

北
里
研
究
所
・
一
九
八
一
年
・
八
八
一
〜
八
八
八
頁
参
照
。

（
51
）
石
田
三
雄
「
医
薬
第
1
号
を
生
ん
だ
科
学
者
精
神：

秦
佐
八
郎
医
師
の
手
堅
い
実
験
手
法
」『
近
代
日
本
の
創
造
史
』
五
号
・
二
〇
〇

八
年
・
二
四
〜
三
九
頁
、
お
よ
び
「
明
治
の
群
像
・
断
片
6：

化
学
療
法
剤
の
原
点：

志
賀
潔
と
秦
佐
八
郎
」『
近
代
日
本
の
創
造
史
』

一
一
号
・
二
〇
一
一
年
・
一
七
〜
二
五
頁
参
照
。

（
52
）
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
に
よ
る
化
学
療
法
へ
の
入
門
と
し
て
、
ジ
ョ
ン
・
マ
ン
『
特
効
薬
は
こ
う
し
て
生
ま
れ
た：

�
魔
法
の
弾
丸
�
を
も
と

め
て
』（
竹
内
敬
人
訳
）・
東
京
・
青
土
社
・
二
〇
〇
二
年
・
第
一
章
が
あ
る
。
ア
ニ
リ
ン
誘
導
体
の
説
明
お
よ
び
一
八
五
九
年
の
記
録
に

つ
い
て
は
、
紺
野
昌
俊
「Paul
Ehrlich
とH

ans
C
hristian

G
ram

（
そ
の
1
）」『
モ
ダ
ン
メ
デ
ィ
ア
』
五
七
巻
九
号
・
二
〇
一
一
年
・

二
六
四
〜
二
六
八
頁
を
参
照
し
た
。
ま
た
、
秦
藤
樹
前
掲
論
文
お
よ
び
志
賀
潔
『
エ
ー
ル
リ
ツ
ヒ
傳
』
東
京
・
冨
山
房
・
一
九
四
〇
年
・

III-13

参
照
。

（
53
）
注
（
49
）
に
同
じ
。

（
54
）H

ata,S.“O
n
the
R
avages

of
C
ongetitalSyphilis

and
its
Prevention”,InternationalJournalofPublic

H
ealth,League

of
R
ed

C
ross

Societies,
2

（4

）,354-359,
1921.

参
照
（
残
念
な
が
ら
こ
の
論
文
は
秦
委
員
会
編
前
掲
書
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、H

ata

Sahachiro,Collected
papers

ofSahachiro
H
ata,Tokyo,K

itasato
Institute

&
K
itasato

U
niversity,1981,pp.304-309

に
収
録
さ

れ
て
い
る
）。
た
だ
し
、
秦
八
千
代
前
掲
書
・
七
四
頁
に
は
、
仏
語
論
文
の
概
要
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
55
）
Ｒ
・
Ａ
・
ヴ
オ
ン
ダ
ァ
レ
ァ
・
Ｊ
・
Ｒ
・
ヘ
ラ
ー
・
jr.
『V

.D
.

と
の
闘
い
』（
宮
田
重
雄
訳
）
東
京
・
評
論
社
・
一
九
五
〇
年
・
第
二

章
参
照
。
秦
の
サ
ン
プ
ル
で
は
、
健
康
な
子
ど
も
の
割
合
は
六
％
で
あ
る
（
秦
八
千
代
前
掲
書
七
六
頁
）。
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（
56
）
こ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
は
編
集
復
刻
版
『
買
売
春
問
題
資
料
集
成
戦
前
編
』
東
京
・
不
二
出
版
・
二
〇
〇
二
年
の
第
一
七
巻
・
資
料
番
号
四

八
四
に
縮
刷
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
、
そ
の
内
容
が
疫
学
調
査
で
あ
る
こ
と
は
な
お
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ

の
も
と
に
な
っ
た
マ
イ
ク
ロ
デ
ー
タ
（
個
票
）
に
基
づ
い
た
圧
巻
の
分
析
結
果
が
高
木
乙
熊
「
群
馬
縣
下
に
於
け
る
賣
笑
婦
の
實
状
と
公

娼
問
題
の
批
判
」『
社
会
医
学
雑
誌
』
四
五
六
〜
四
六
七
号
・
一
九
二
四
年
・
五
六
八
〜
五
九
二
頁
に
収
め
ら
れ
た
分
析
表
で
あ
る
。

（
57
）
高
木
乙
熊
（
静
岡
県
技
師
）「
群
馬
県
下
壮
丁
の
花
柳
病
と
売
笑
婦
と
の
関
係
」
全
国
貸
座
敷
聯
合
会
本
部
『
公
娼
存
廃
に
対
す
る
厳

正
批
判
』
東
京
・
一
九
二
九
年
・
二
五
〜
二
八
頁
（『
買
売
春
問
題
集
成
』
第
八
巻
・
資
料
番
号
二
〇
七
）、
同
（
福
岡
県
衛
生
課
長
）

「
序
文
」
高
木
繁
『
性
病
の
予
防
と
撲
滅
』
福
岡
・
一
九
三
六
年
（
同
前
第
六
巻
・
資
料
番
号
一
六
八
）、
ま
た
大
阪
衛
生
課
長
の
肩
書
は

「
横
田
穰
筆
記
「
小
林
晴
治
郎
博
士
回
顧
録
」（
3
）『
目
黒
寄
生
虫
館
ニ
ュ
ー
ス
』
一
五
九
号
・
一
九
八
五
年
・
四
頁
を
参
照
。
こ
の
研

究
成
果
は
、
小
林
清
次
郎
、
高
木
乙
熊
「
利
根
川
沿
岸
に
お
け
る
日
本
住
血
吸
虫
病
の
調
査
」『
細
菌
学
雑
誌
』
二
三
一
号
・
三
〇
〜
五

二
頁
・
一
九
一
五
年
を
み
よ
。
高
木
前
掲
論
文
・
一
九
二
九
年
に
お
い
て
、
群
馬
県
の
廃
娼
は
花
柳
病
（
性
感
染
症
）
罹
患
か
ら
判
断
し

て
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
し
て
お
ら
ず
、
新
形
態
の
料
理
店
を
経
由
し
て
、
他
府
県
下
や
私
娼
か
ら
群
馬
県
民
が
感
染
し
て
い
た
こ
と
を
主

張
し
て
い
る
。

（
58
）
旧
制
度
の
論
文
博
士
の
た
め
か
、
残
念
な
が
ら
慶
應
義
塾
大
学
医
学
部
に
は
高
木
の
博
士
論
文
（
現
物
）
は
収
蔵
さ
れ
て
い
な
い
（
国

立
国
会
図
書
館
関
西
総
合
閲
覧
室
に
所
蔵
）。
確
認
の
し
よ
う
が
な
い
が
、
こ
の
高
木
へ
の
医
学
博
士
授
与
に
医
学
部
教
授
の
秦
佐
八
郎

が
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
思
え
な
い
。

（
59
）
江
戸
時
代
の
死
流
産
率
や
乳
児
死
亡
率
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
日
本
帝
国
人
口
動
態
統
計
が
始
ま
っ
た
一
八
九
九
年
以
降
の
推
移
を

み
て
も
、
全
国
平
均
値
も
二
〇
〇
‰
を
こ
え
る
こ
と
も
あ
り
、
相
当
高
か
っ
た
。
そ
れ
が
不
可
逆
的
な
低
下
を
始
め
る
の
は
一
九
二
〇
年

代
後
半
以
降
で
あ
る
。
そ
れ
と
並
行
し
て
妊
婦
の
労
働
状
況
な
ど
か
ら
自
然
な
流
死
産
率
も
高
か
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
（
友
部
謙
一
「
徳

川
農
村
に
お
け
る
出
生
力
と
そ
の
近
接
要
因
」
速
水
融
編
著
『
近
代
移
行
期
の
人
口
と
歴
史
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
二
年
参
照
）。

（
60
）
友
部
謙
一
「
人
口
か
ら
み
た
生
命
リ
ス
ク
」
川
越
修
他
編
著
『
生
命
と
い
う
リ
ス
ク
』
東
京
・
法
政
大
学
出
版
局
・
二
〇
〇
八
年
・
二

36



一
〜
五
九
頁
、
お
よ
び
、K

.Tom
obe
&
C
huu-Lin

K
uo.“The

G
IS
and
statisticalanalysis

of
“K
aryu-byo”,Japan’s

venerealdis-

ease

（V
D

）,and
the
effectof

the
m
orbidity

on
indexes

of
infertility

and
fertility

in
m
odern

Japan
:
the
case

of
G
unm
a
prefec-

ture,1910s-20s”,in
D
eborah

O
xley

&
K
en'ichiTom

obe,eds.,Anthropom
etrics,m

arkets
and
disease

in
historicalstandards

of

living
:Eurasian

and
Am
erican

countries

（Proceedings
of
X
IV
International

Econom
ic
H
istory

C
ongress,

H
elsinki,

Finland,

21st-25th
A
ugust

2006

）,pp.231-258.

慶
應
義
塾
大
学
三
田
図
書
館
所
蔵
、
ま
た
、K

.Tom
obe.“Fertility,

infant
m
ortality

and

econom
ic
developm

ent
in
Tokugaw

a
Japan”,

paper
presented

for
A
ssociation

for
A
sian

Studies-in-A
sia
2016

C
onference,

D
oshisha

U
niversity,K

yoto,24th
-27th

June,2016.

を
み
よ
。

（
61
）
花
柳
病
罹
患
率
は
一
九
一
二
〜
一
九
二
四
年
の
平
均
値
で
あ
る
。
ま
た
、
粗
出
生
率
に
つ
い
て
は
、
郡
別
（n=12

）
の
1
年
タ
イ
ム

ラ
グ
付
の
相
関
を
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
で
有
意
な
負
の
相
関
関
係
を
得
た
（Tom

obe
etal

前
掲
論
文Table1

）。
こ
の
頃
の
死

産
統
計
の
信
頼
性
は
必
ず
し
も
高
い
と
は
思
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
今
回
二
ヶ
年
に
わ
た
り
町
村
別
で
有
意
な
関
係
を
得
た
意
味
は
大

き
く
、
再
考
の
機
会
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
乙
種
料
理
店
に
よ
る
変
数
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
不
可
欠
で
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
分
布
は
大
き

く
影
響
し
た
（
表
2
・
Ｂ
）。

（
62
）
友
部
謙
一
「
近
世
日
本
の
人
口
戦
略
」
秋
田
・
脇
村
編
『
人
と
健
康
の
世
界
史
』
京
都
・
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
・
二
〇
一
八
年
を
み
よ
。

（
63
）
近
世
日
本
の
結
婚
市
場
と
出
生
力
の
関
係
は
、
友
部
謙
一
前
掲
論
文
「
結
婚
」・
二
〇
一
八
年
を
参
照
せ
よ
。

（
64
）
と
く
に
花
島
誠
人
氏
（
現
国
立
研
究
開
発
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所
主
幹
研
究
員
）
と
行
っ
た
人
口
移
動
と
結
核
罹
患
の
研
究
は
印

象
深
か
っ
た
。H

anashim
a
&
Tom
ob

前
掲
論
文2012

参
照
。

（
65
）
長
崎
桶
屋
町
に
は
一
七
四
二
年
か
ら
一
八
五
一
年
ま
で
の
間
に
一
〇
八
冊
の
宗
門
人
別
関
係
の
帳
面
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
は

そ
の
基
礎
デ
ー
タ
シ
ー
ト
（
筆
者
作
成
）
に
よ
る
。
横
山
勝
之
丞
は
、
文
化
五
（
一
八
〇
八
）
年
に
西
浜
町
よ
り
樋
屋
町
へ
入
り
、
文
化

九
年
に
世
帯
ご
と
新
大
工
町
へ
移
っ
た
。
忰
嘉
十
郎
は
、
文
化
五
年
一
二
月
二
五
日
、
医
道
稽
古
の
た
め
、
江
戸
本
川
屋
町
へ
五
ヶ
年
間

年
越
旅
行
へ
出
か
け
た
。
こ
の
樋
屋
町
に
は
一
九
世
紀
以
降
そ
の
他
に
も
、
銀
取
引
の
永
見
徳
右
衛
門
家
や
薬
種
調
合
問
屋
の
永
見
吉
郎

近世・近代日本の花柳病（梅毒）・死流産・出生力の因果関係をめぐって
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次
家
な
ど
が
あ
っ
た
。
福
沢
が
光
永
寺
に
逗
留
し
た
の
が
一
八
五
四
年
で
あ
る
か
ら
、
残
念
な
が
ら
こ
の
帳
面
に
福
沢
の
名
前
は
旅
人
と

し
て
も
載
っ
て
い
な
い
（
そ
も
そ
も
光
永
寺
は
別
帳
で
あ
る
が
）。
森
瑤
子
（
故
人
）『
甲
比
丹
』
東
京
・
講
談
社
・
一
九
九
四
年
は
、
こ

の
名
村
家
の
悲
劇
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
歴
史
小
説
で
あ
る
。
光
永
寺
と
縁
の
あ
る
中
津
藩
と
名
村
家
の
関
係
が
気
に
な
る
。
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