
マ
ピ
キ
や
堕
胎
が
社
会
問
題
化
し
た
近
世
後
半
期
の
農
村
で
は
、
果
た
し
て
避
妊
に
関
す
る
努
力
は
芽
生
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の

疑
問
は
マ
ピ
キ
堕
胎
慣
行
史
を
研
究
し
て
い
て
常
に
念
頭
を
去
ら
な
か
っ
た
。
も
し
、
こ
れ
ま
で
部
分
的
に
明
ら
か
に
し
て
き
た
と
お
り
、
近

世
後
半
期
に
は
一
方
で
人
々
の
子
沢
山
を
嫌
う
意
志
が
明
確
に
表
れ
は
じ
め
、
他
方
少
し
後
れ
て
胎
児
の
生
命
に
関
す
る
人
々
の
倫
理
的
な
感

（
１
）

覚
が
敏
感
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
少
子
化
へ
の
人
々
の
意
志
は
避
妊
の
努
力
へ
と
向
か
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
少
な
く
と
も
支
配
関
係
の
文
書
や
村
落
の
指
導
者
が
書
い
た
地
方
文
書
の
な
か
で
は
、
マ
ビ
キ
や
堕
胎
を
戒
め
る
言
説
は
著
し
い
の

に
、
避
妊
を
勧
め
る
議
論
は
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
。
そ
れ
は
事
実
と
し
て
避
妊
の
文
化
が
な
か
っ
た
か
ら
な
の
か
、
そ
れ
と
も
為
政
者
も

村
落
指
導
者
も
人
口
増
殖
に
関
心
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
人
口
増
殖
に
マ
イ
ナ
ス
な
避
妊
な
ど
勧
め
る
気
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ

う
か
。
仮
に
為
政
者
は
そ
の
ど
ち
ら
か
と
し
て
、
そ
れ
で
は
必
要
と
あ
れ
ば
マ
ピ
キ
を
実
行
し
て
で
も
子
ど
も
の
数
を
限
ろ
う
と
し
て
い
た
民

衆
は
、
必
要
に
迫
ら
れ
て
避
妊
の
文
化
を
産
み
出
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

論
説近

世
前
期
東
北
農
民
の
性
愛
と
家
族
関
係

（
一
）
〈
避
妊
の
社
会
史
〉
研
究
の
課
題
と
方
法

ｌ
『
求
子
』
と
避
妊
の
社
会
史
Ｉ

太
田
素
子
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こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
民
俗
学
者
に
よ
る
習
俗
研
究
の
な
か
で
は
、
避
妊
に
対
す
る
庶
民
の
期
待
の
強
さ
は
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
効
果
的
な

方
法
は
未
発
見
だ
っ
た
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。

（
２
）

た
と
え
ば
昭
和
初
期
に
お
け
る
全
国
的
な
調
査
報
告
書
『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』
に
は
避
妊
に
関
す
る
習
俗
も
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
を
み
る
と
祈
祷
や
呪
い
の
類
以
外
の
、
多
少
と
も
そ
の
効
果
に
つ
い
て
合
理
的
な
検
討
に
価
す
る
処
方
は
、
灸
、
長
期
に
わ
た
る
授
乳
、

紙
の
挿
入
や
交
接
後
飛
ん
だ
り
洗
浄
し
た
り
す
る
こ
と
位
で
あ
る
。
そ
の
他
服
用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
ほ
う
ず
き
の
煮
汁
、
蕎
麦
、
灰
汁
、

塩
水
、
水
な
ど
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
ど
の
程
度
の
効
果
を
期
待
で
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
避
妊
に
関
す
る
呪
い
の
多
さ
は
、
逆
に
言
え

ば
そ
の
必
要
感
は
高
か
っ
た
の
に
合
理
的
な
方
法
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
証
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
ま
一
つ
こ
の
習
俗
調
査
の
結
果
か
ら
印
象
的
な
こ
と
は
、
避
妊
が
主
に
女
性
の
努
力
に
か
か
っ
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
史
家
ア
リ
エ
ス
は
、
十
六
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
子
育
て
の
責
任
に
つ
い
て
人
々
が
敏
感
に
な

（
３
）

る
に
つ
れ
て
性
交
中
断
や
膣
外
射
精
に
よ
る
避
妊
が
拡
が
っ
た
と
指
摘
す
る
。
近
世
日
本
の
農
民
家
族
は
次
第
に
家
の
継
承
者
と
し
て
の
子
ど

も
に
関
心
を
濃
く
し
て
ゆ
く
の
だ
が
、
夫
婦
が
共
同
で
、
或
い
て
は
男
性
が
主
体
的
に
関
わ
っ
て
編
み
出
す
避
妊
の
文
化
は
遂
に
生
ま
れ
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
昭
和
初
期
と
い
う
時
代
は
す
で
に
近
代
国
家
に
よ
っ
て
多
産
を
奨
励
さ
れ
て
久
し
く
、
近
世
後
期
に
芽
生
え
か

け
た
文
化
を
忘
れ
さ
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

た
だ
、
既
婚
夫
婦
に
つ
い
て
で
は
な
い
が
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
「
よ
ば
い
」
の
慣
行
が
残
っ
て
い
た
地
域
で
「
子
種
を
残
さ
な

い
」
た
め
の
若
者
た
ち
の
苦
労
が
具
体
的
に
語
ら
れ
た
聞
き
取
り
が
行
わ
れ
て
い
る
。
膣
外
射
精
や
射
精
を
伴
わ
な
い
性
交
な
ど
「
よ
ば
い
」

慣
行
の
な
か
で
培
わ
れ
た
避
妊
文
化
は
、
既
婚
者
の
避
妊
に
も
浸
透
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
こ
の
若
者
た
ち
の
努
力
は
近
代
的
な
性

（
４
）

格
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
近
世
農
民
家
族
の
子
育
て
意
識
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
避
妊
の
文
化
を
探
求
し
よ
う
と
い
う
関
心
か
ら
は
、
聞
き
取
り
調
査

に
基
づ
く
習
俗
研
究
の
成
果
は
、
明
治
初
期
頃
ま
で
し
か
逆
の
ぼ
れ
な
い
た
め
に
、
参
考
に
は
で
き
て
も
実
証
的
な
史
料
と
は
な
り
え
な
い
。

そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
農
民
に
読
ま
れ
、
彼
ら
の
夫
婦
生
活
に
実
際
に
影
響
を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
性
生
活
の
指
導
書
（
従
来
、
文
芸
史
な
ど
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な
お
今
回
は
、
上
記
の
よ
う
な
研
究
の
第
一
歩
と
し
て
、
近
世
前
期
の
農
民
家
族
の
性
愛
を
分
析
の
対
象
と
す
る
。
史
料
は
、
主
に
南
山
御

蔵
入
領
古
町
組
宮
床
村
（
現
、
福
島
県
南
会
津
郡
南
郷
村
宮
床
）
の
馬
場
定
雄
家
が
所
蔵
す
る
『
秘
伝
聿
昌
莚
宝
四
年
、
一
六
七
六
年
写
本
）
と

し
、
次
の
三
つ
の
視
点
か
ら
こ
の
史
料
を
読
み
説
い
て
ゆ
こ
う
と
考
え
て
い
る
。

一
つ
は
、
性
生
活
の
指
導
書
の
中
に
避
妊
へ
の
意
識
性
や
性
交
頻
度
な
ど
、
近
世
農
村
の
子
ど
も
の
数
の
少
な
さ
の
原
因
を
解
く
か
ぎ
が
あ

（
５
）

る
の
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
人
口
学
者
の
指
摘
す
る
近
世
日
本
の
「
低
い
出
生
力
」
の
文
化
的
背
景
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

第
二
は
、
労
働
の
場
面
や
祭
祀
の
場
面
と
は
異
な
っ
た
、
性
生
活
と
い
う
場
面
に
お
い
て
、
男
女
の
関
係
性
を
探
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
れ

（
６
）

は
近
世
農
民
家
族
の
日
常
生
活
意
識
を
ト
ー
タ
ル
に
知
る
う
え
で
、
従
来
と
は
別
の
側
面
か
ら
光
を
当
て
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
も
知
れ
な
い
。

そ
し
て
第
三
に
、
子
ど
も
観
や
子
育
て
意
識
の
研
究
が
筆
者
の
最
終
的
な
関
心
事
な
の
で
、
受
胎
に
対
す
る
作
為
の
意
識
や
胎
児
に
対
す
る

（
７
）

配
慮
を
こ
の
文
書
か
ら
読
み
取
り
た
い
。

（
８
）

ま
た
『
秘
伝
聿
星
と
比
較
す
る
史
料
と
し
て
は
、
同
じ
く
中
国
医
学
を
根
拠
に
性
愛
を
論
ず
る
近
世
養
生
論
の
房
中
術
の
部
分
の
ほ
か
、

（
９
）

伝
聿
昌
と
同
時
代
同
地
域
の
日
記
『
南
部
村
史
資
料
二
三
萬
事
覚
書
帳
（
全
）
角
田
藤
左
衛
門
』
（
以
下
「
角
田
藤
左
衛
門
萬
事
覚
書
帳
」

な
ど
が
あ
る
。

の
領
域
で
は
好
色
本
と
か
遊
里
害
と
か
呼
ば
れ
て
い
た
）
を
探
し
て
、
彼
ら
が
受
胎
の
仕
組
み
や
避
妊
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
知
識
と
関
心
を
持
っ

て
い
た
か
を
探
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
そ
う
し
た
実
践
的
な
知
識
を
、
当
時
の
産
科
書
や
養
生
論
、
日
常
実
践
倫
理
を
説
く
啓
蒙
書
の
関
連

し
た
内
容
と
比
較
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
一
）
『
秘
伝
害
」
の
慨
容

南
山
御
蔵
入
領
古
町
組
宮
床
村
（
現
福
島
県
南
会
津
郡
南
郷
村
宮
床
）
の
馬
場
定
雄
家
が
所
蔵
す
る
『
秘
伝
書
』
は
、
性
に
関
す
る
実
践
的
な
指

（
二
）
房
中
術
の
伝
承
と
『
秘
伝
聿
昌

「
秘

と
略
）
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資料1

｢男女秘密之書」の構成（区分、タイトルは引用者）

(一） この本の成り立ち、養生の勧め

(二）好女、悪女

(三）交接の技術（前技から還生、後枝まで）

(四）女性の快気の発展

(五）対象（女性）の選択、ひこう薬・けれん薬

(六）求子の交接

(七）還生について

(八）施写の頻度、精内剤など

(九）悪女の相、女性性器の俗称（上品九例、下品二例）

(十）男性性器の俗称（上品九例、下品二例）

(十一）交接による治療

(十二）精力剤や漢方の治療薬について

(十三）結婚の吉日、就寝の方位、恋い占いなど呪い

事の
ミ
事

み
の
り
事
事
事

な
事
様
事
薬
之
之
の

事
し
の
伝
之
り
伝
り
ふ

の
た
日
に
り
事
か
に
薬
や

相
る
時
る
事
事
す
事
す
よ
る
り
へ

五
さ
付
さ
之
之
く
の
な
ふ
く
か
ら

ぶ
れ
む
も
り
薬
に
薬
小
も
う
よ
し

録
事
こ
も
い
い
薬
の
も
乃
大
お
も
う
こ

目
之
ろ
ん
を
せ
り
ん
と
ん
き
男
を
か
り

ｊ
生
よ
い
合
ん
か
じ
女
し
く
女
子
ひ
薬

抄
養
女
男
交
い
よ
男
男
大
玉
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

伝
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
一
二
三
四

秒
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十
十
十
十

－
１
１
１
Ｉ
Ｉ
く
く
Ｉ

南
書
で
あ
る
。
延
宝
四
（
一
六
七
六
）
年
に
宝
屋
口
右
衛
門
よ
り
入
手
し
て
写
本
し

た
と
奥
付
け
に
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
地
を
訪
れ
た
行
商
の
本
屋
か
ら
か
或
い
は

旅
行
者
か
ら
入
手
し
た
の
で
も
あ
ろ
う
か
。
『
秘
伝
書
』
と
表
紙
を
付
け
て
一
冊
に

綴
じ
て
あ
る
が
、
内
容
は
『
男
女
秘
密
之
聿
星
と
『
秘
伝
抄
』
と
い
う
二
冊
の
原

（
叩
）

本
か
ら
つ
く
っ
た
写
本
を
合
冊
し
て
一
冊
と
し
て
い
る
。
全
体
で
九
十
七
丁
に
及

ぶ
写
本
の
書
き
出
し
に
は
、
衆
生
が
放
縦
な
性
生
活
の
た
め
に
身
を
破
り
命
を
ち

ぢ
め
な
い
よ
う
、
ま
た
男
女
の
交
わ
り
に
よ
っ
て
「
勇
み
し
心
」
を
手
に
入
れ
よ

う
、
養
生
の
奥
義
を
深
め
ん
と
し
て
と
か
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
の
趣

旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
昌
頭
に
「
男
女
秘
密
之
書
』
の
由
来
に
つ
い
て
、
こ
の
本
の
内
容
は
「
な

り
ひ
ら
」
（
業
平
か
）
が
、
山
雲
大
社
の
お
告
げ
に
よ
っ
て
吉
野
の
山
中
深
く
に
潜

む
「
た
か
う
じ
」
（
尊
氏
か
）
と
い
う
仙
人
か
ら
伝
授
さ
れ
た
秘
伝
だ
と
説
明
し
て

お
り
、
戯
作
風
の
作
り
話
の
中
に
道
教
や
陰
陽
道
の
影
響
を
み
て
と
る
こ
と
が
出

来
よ
う
。
近
世
初
期
の
医
学
や
養
生
論
は
修
験
者
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
た
実
践

的
な
技
術
や
知
識
を
多
分
に
吸
収
し
て
発
展
し
て
お
り
、
性
に
関
す
る
技
術
書
も

初
期
の
も
の
ほ
ど
陰
陽
道
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
う
一
つ
特
徴
的
な
こ
と
は
、
中
国
の
性
戯
書
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
た
め
、

一
夜
に
複
数
の
女
性
と
の
交
接
を
健
康
の
た
め
に
是
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
多

く
の
妻
妾
を
持
つ
大
名
や
遊
郭
遊
び
の
機
会
を
持
つ
商
人
な
ら
と
も
か
く
、
寒
村

の
農
家
で
こ
ん
な
実
践
は
ま
ず
可
能
性
が
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
に
『
男
女
秘
密
之
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書
」
は
素
女
は
引
用
し
て
「
十
五
、
六
歳
か
ら
二
十
四
、
五
歳
の
女
」
「
三
人
か
七
人
か
九
人
か
十
一
人
」
「
と
り
か
え
と
り
か
え
も
ち
い
へ
し
」

な
ど
と
の
べ
て
い
る
。
『
秘
伝
書
』
が
農
民
に
ど
う
読
ま
れ
た
の
か
、
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

『
秘
伝
書
』
の
内
容
全
体
と
し
て
は
資
料
１
の
目
次
を
参
照
さ
れ
た
い
。
女
性
の
快
気
の
発
展
が
視
覚
的
に
説
明
さ
れ
た
り
、
「
九
浅
一
深
の

術
」
な
ど
と
い
う
技
術
的
な
手
ほ
ど
き
や
、
精
力
増
強
剤
・
炎
症
や
出
血
の
治
療
に
関
す
る
薬
餌
に
つ
い
て
の
説
明
が
詳
し
く
語
ら
れ
る
な
ど
、

全
体
と
し
て
主
に
男
性
に
向
け
て
書
か
れ
た
実
践
的
な
性
生
活
の
指
導
書
だ
が
、
こ
れ
を
近
世
の
低
い
出
生
力
を
解
く
手
が
か
り
、
つ
ま
り
リ

プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
カ
ル
チ
ュ
ア
の
史
料
と
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
点
が
注
目
さ
れ
る
。

一
つ
は
、
養
生
へ
の
配
慮
か
ら
論
じ
ら
れ
る
性
交
頻
度
に
つ
い
て
の
教
え
で
あ
る
。
『
秘
伝
書
』
に
は
二
つ
の
「
教
え
」
が
並
行
し
て
述
べ
ら

れ
て
い
る
が
、
実
は
そ
の
二
つ
の
説
く
頻
度
に
は
か
な
り
の
差
が
あ
る
。
「
素
女
曰
く
」
と
説
か
れ
る
方
は
、
二
十
代
の
人
は
五
日
に
一
度
、
三

十
代
十
日
、
四
十
代
十
五
日
、
五
十
代
二
十
日
、
六
十
代
三
十
日
に
一
度
と
目
安
を
置
く
の
に
対
し
て
「
ほ
う
そ
（
彰
祖
）
曰
く
」
と
説
か
れ
る

方
は
、
二
十
代
二
日
、
三
十
代
三
日
、
四
十
代
四
日
、
五
十
代
五
日
、
六
十
代
六
日
と
、
ず
っ
と
交
接
の
回
数
が
多
い
の
だ
。
当
時
の
読
者
は
、

こ
の
相
矛
盾
す
る
二
つ
の
教
え
を
ど
う
受
け
取
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
矛
盾
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

第
二
に
、
忌
み
日
や
忌
む
べ
き
時
と
場
所
な
ど
、
交
接
の
タ
ブ
ー
も
「
低
い
出
生
力
」
の
要
因
を
探
る
観
点
か
ら
は
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

『
秘
伝
書
』
が
ふ
れ
る
忌
み
日
は
、
月
食
、
日
食
、
か
の
へ
ね
さ
る
（
庚
申
）
、
き
の
へ
子
（
甲
子
）
、
天
地
振
動
・
大
風
・
大
雨
・
雷
電
の
日
、
朔

日
、
晦
日
、
節
日
、
五
七
の
丑
の
日
な
ど
、
多
く
見
積
も
っ
て
も
年
間
五
十
日
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
忌
む
べ
き
場
所
と
時
に
つ
い
て
も
、

「
志
」
の
な
い
女
、
大
小
便
が
高
じ
た
と
き
、
月
水
の
女
、
神
社
仏
閣
、
権
勢
の
御
影
、
井
戸
、
竈
、
か
わ
や
の
近
く
、
光
の
下
、
た
ま
の
逢

瀬
、
女
が
年
長
の
場
合
な
ど
、
後
述
す
る
養
生
論
な
ど
と
比
べ
て
も
、
タ
ブ
ー
は
比
較
的
少
な
い
。
従
っ
て
『
秘
伝
書
』
が
ふ
れ
る
よ
う
な
タ

ブ
ー
程
度
な
ら
、
こ
う
し
た
タ
ブ
ー
の
存
在
が
出
生
力
を
下
げ
る
と
は
考
え
に
く
い
。

そ
れ
で
は
、
直
接
子
ど
も
に
つ
い
て
ふ
れ
た
記
述
は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
「
子
を
も
う
く
る
口
伝
の
こ
と
」
と
い
う
項
目
は
、
「
子

ど
も
を
も
た
せ
ん
と
お
も
は
ぱ
、
せ
い
を
お
ろ
す
べ
し
」
と
い
う
記
述
か
ら
始
ま
っ
て
、
天
と
地
の
体
位
は
「
盛
ん
な
子
」
に
な
る
。
月
の
障

り
の
後
、
三
日
後
ま
で
は
男
児
、
四
五
日
は
女
児
、
あ
と
は
「
み
な
い
た
づ
ら
こ
と
」
と
い
っ
た
記
述
が
見
ら
れ
る
。
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（
二
）
性
の
指
導
書
の
歴
史
と
『
秘
伝
害
」
ｌ
『
医
心
方
房
内
篇
』
と
の
内
容
比
較

中
国
医
学
を
基
と
し
、
修
験
者
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
た
実
践
的
な
技
術
や
知
識
を
吸
収
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
秘
伝
書
」
は
後
述
す
る
近

世
養
生
論
と
多
く
の
共
通
項
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
秘
伝
書
』
に
は
近
世
養
生
論
一
般
と
か
な
り
性
格
を
異
に
す
る
特
質
が
あ
る
こ
と
も

ま
た
強
調
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
典
拠
と
す
る
中
国
書
籍
の
性
格
の
違
い
だ
。

近
世
養
生
論
の
場
合
、
主
に
中
世
以
降
の
医
儒
の
著
作
が
根
拠
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
『
秘
伝
書
』
は
古
代
の
そ
れ
を
多
く
引
用
し
て
い

る
。
そ
れ
は
『
秘
伝
書
』
が
平
安
時
代
に
書
か
れ
た
『
医
心
方
』
（
丹
波
康
頼
編
著
、
九
八
四
年
）
の
系
譜
を
引
く
、
近
世
で
は
「
遊
里
書
」
と
呼

ば
れ
る
よ
う
な
類
の
書
籍
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
「
秘
伝
書
」

は
女
性
の
快
気
の
発
展
の
諸
相
な
ど
性
愛
技
法
に
関
す
る
具
体
的
な
描
写
も
多
く
、
禁
欲
主
義
の
強
い
近
世
養
生
論
の
房
中
術
に
関
す
る
言
説

よ
り
も
、
ず
っ
と
開
放
的
に
、
楽
天
的
に
性
愛
を
語
っ
て
い
る
。

ま
た
受
胎
の
時
期
に
関
し
て
、
月
経
周
期
が
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
特
筆
に
値
し
よ
う
。
受
胎
可
能
期
を
月
経
後
五
日
と
す
る
議
論
は
、

今
日
の
医
学
知
識
と
は
一
週
間
の
ズ
レ
を
持
っ
て
い
る
。
従
っ
て
額
面
通
り
に
こ
の
教
え
を
受
け
取
れ
ば
、
受
胎
に
も
避
妊
に
も
失
敗
は
多
か
っ

た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
実
は
近
世
後
期
に
な
っ
て
、
こ
の
地
域
で
「
月
二
十
八
日
の
血
の
巡
り
を
説
き
、
『
子
は
神
か
ら
の
授
か
り
も

（
ｕ
）

の
」
と
い
う
迷
信
を
打
破
し
て
避
妊
の
大
効
果
を
あ
げ
、
村
民
に
感
謝
さ
れ
た
」
と
伝
え
ら
れ
る
産
科
医
が
生
ま
れ
て
い
る
。
月
経
周
期
へ
の

注
目
は
、
こ
れ
が
「
月
経
直
後
よ
り
、
月
経
直
前
の
性
交
の
方
が
妊
娠
し
に
く
い
」
と
い
う
程
度
の
漠
然
と
し
た
知
恵
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ

れ
ば
、
出
生
力
を
下
げ
る
こ
と
に
貢
献
す
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
せ
い
を
お
ろ
す
」
こ
と
へ
の
意
識
性
だ
。
前
に
「
せ
い
を
も
ら
さ
ぬ
た
し
な
み
の
こ
と
」
等
と
い
う
項
目
も
あ
っ

て
、
射
精
は
抑
制
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
広
く
流
布
し
て
い
た
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
「
子
ど
も
を
も
た
せ
ん
と
お
も
は
ば
、
せ
い

を
お
ろ
す
べ
し
」
と
い
う
一
文
は
、
射
精
な
し
の
性
交
が
一
般
的
と
ま
で
は
言
え
な
く
と
も
、
少
な
く
と
も
非
射
精
性
交
も
相
当
多
か
つ
た
と

い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
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中
国
で
は
古
代
か
ら
性
を
養
生
の
問
題
と
し
て
論
ず
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
子
造
り
と
い
う
家
の
後
嗣
確
保
や
快
楽
の

追
求
よ
り
も
、
多
淫
な
君
主
や
貴
族
の
健
康
管
理
の
問
題
と
し
て
性
の
技
術
が
意
識
さ
れ
た
の
だ
。
ま
た
、
道
教
は
不
老
不
寿
の
仙
人
と
な
る

た
め
の
修
行
の
一
つ
に
性
生
活
の
管
理
を
含
め
て
い
た
の
で
、
性
技
は
長
寿
を
手
に
入
れ
る
修
行
道
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ

の
た
め
秦
・
漢
時
代
か
ら
、
強
精
剤
の
研
究
や
「
接
し
て
洩
ら
さ
ず
」
と
い
う
射
精
の
抑
制
が
健
康
増
進
を
目
指
す
「
房
中
術
」
の
主
要
な
テ
ー

マ
だ
っ
た
。
馬
場
家
に
伝
わ
る
写
本
『
秘
伝
害
』
が
引
用
し
て
い
る
『
素
女
経
』
や
『
玉
房
指
要
』
は
、
中
国
古
代
の
代
表
的
な
房
中
術
書
で
、

（
胆
）

平
安
時
代
の
医
学
テ
キ
ス
ト
『
医
心
方
第
二
十
八
房
内
』
（
通
称
「
医
心
方
房
内
篇
」
、
以
下
こ
の
通
称
で
記
す
）
に
収
録
さ
れ
て
、
そ
の
影
響
力

（
過
）

が
平
安
貴
族
の
間
に
広
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
中
国
本
国
で
は
こ
れ
ら
の
書
物
が
散
逸
し
た
後
で
も
、
日
本
で
は
写
本
が
民
間
に
拡
が
り
、

江
戸
時
代
に
は
好
色
本
や
遊
里
書
の
軌
範
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
馬
場
家
所
蔵
の
『
男
女
秘
密
之
聿
昌
も
『
秘
伝
抄
」
も
こ
れ
ら
の
類

明
・
元
時
代
の
中
国
医
学
で
は
、
道
教
に
起
源
を
持
つ
房
中
術
は
ほ
ぼ
否
定
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
日
本
で
は
、
儒
教
的
な
医
学
書
で
は

な
く
、
「
遊
里
害
」
の
な
か
に
『
医
心
方
』
の
知
識
が
受
け
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。

内
容
面
か
ら
見
る
と
、
『
秘
伝
害
』
は
全
体
と
し
て
『
医
心
方
房
内
篇
』
を
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
に
し
た
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
女
性
性
器

の
品
定
め
に
関
す
る
議
論
や
寝
室
の
方
位
、
結
婚
の
吉
日
な
ど
新
た
に
つ
け
加
え
ら
れ
た
内
容
も
あ
る
が
、
『
医
心
方
』
に
あ
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な

体
位
の
解
説
な
ど
す
っ
ぽ
り
抜
け
落
ち
て
い
る
部
分
も
あ
る
。
そ
し
て
、
日
本
の
習
俗
に
応
じ
て
変
容
し
て
い
る
よ
う
に
受
け
取
れ
る
部
分
も

あ
る
。
例
え
ば
、
「
還
精
」
に
関
す
る
『
秘
伝
書
』
の
説
明
は
、
非
射
精
性
交
の
意
義
を
と
り
た
て
て
説
明
し
な
い
の
で
、
両
者
に
比
べ
て
み
れ

ば
「
還
精
」
に
つ
い
て
の
説
明
と
分
か
る
が
、
読
み
手
の
常
識
に
よ
っ
て
は
単
に
射
精
を
遅
ら
せ
る
技
術
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
ほ
ど
ト
ー
ン

ダ
ウ
ン
し
て
い
る
。
ま
た
男
女
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
中
国
の
房
中
術
そ
の
ま
ま
の
男
と
女
の
戦
い
の
よ
う
な
交
接
観
は
、
全
体
と
し
て
、
よ

書
の
一
つ
な
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
「
子
を
も
う
く
る
口
伝
」
二
医
心
方
』
で
は
「
求
子
」
の
項
）
の
骨
格
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
だ
。
両
者
と
も
、
古
代
中
国
の
養
生
害
を
多

数
引
用
し
な
が
ら
、
主
と
し
て
良
い
子
供
を
得
る
た
め
の
「
正
し
い
交
接
」
の
あ
り
よ
う
が
説
か
れ
る
が
、
そ
の
殆
ど
が
健
康
で
賢
い
子
ど
も

（
ｕ
）

り
「
和
合
」
に
力
点
を
移
し
て
い
る
。

－25－



例
え
ば
一
番
年
代
の
古
い
曲
瀬
玄
朔
「
延
寿
撮
要
」
慶
長
年
間
）
に
は
、
既
に
近
世
養
生
論
に
一
貫
し
て
流
れ
る
「
禁
欲
の
勧
め
」
が
要
領

よ
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
弧
陽
独
陰
」
は
精
神
が
不
安
定
に
な
り
老
化
を
早
め
る
が
、
多
淫
に
よ
る
「
人
精
虚
耗
」
も
老
衰
を
早
め
る
。
「
夫

婦
の
交
合
は
子
孫
を
相
続
せ
ん
が
為
の
も
の
」
で
あ
っ
て
、
「
世
俗
、
遊
興
の
道
と
な
し
て
み
だ
り
に
せ
い
（
精
）
を
も
た
ら
し
捨
つ
る
事
、
も
っ

と
も
お
し
き
事
な
り
」
「
千
朝
の
服
薬
も
、
一
夜
の
独
寓
に
は
し
か
じ
」
。

こ
の
『
延
寿
摘
要
」
が
、
禁
欲
の
た
め
具
体
的
に
説
く
と
こ
ろ
は
、
一
つ
は
晩
婚
の
勧
め
で
あ
り
、
第
二
に
「
泄
精
有
限
」
と
い
う
立
場
か

ら
説
か
れ
る
泄
精
頻
度
に
つ
い
て
の
規
範
、
第
三
に
「
和
合
の
道
あ
り
と
い
ふ
と
も
、
み
だ
り
に
精
を
も
ら
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
「
還
精
」

の
主
張
、
第
四
に
、
忌
み
日
と
、
時
間
や
場
所
に
関
す
る
タ
ブ
ー
な
ど
で
あ
る
。
次
に
、
こ
れ
ら
の
一
つ
一
つ
の
主
張
に
つ
い
て
、
近
世
養
生

今
回
は
、
大
正
年
間
に
編
集
さ
れ
た
『
日
本
衛
生
文
庫
』
全
六
巻
収
録
の
近
世
養
生
論
の
ほ
か
東
北
大
学
狩
野
文
庫
・
東
京
大
学
顎
軒
文
庫

所
蔵
の
養
生
論
か
ら
、
そ
の
房
中
術
の
項
目
を
『
秘
伝
書
』
や
「
医
心
方
房
内
篇
』
の
内
容
と
比
較
し
て
み
た
。
取
り
上
げ
た
養
生
論
は
二
十

一
点
で
、
近
世
全
体
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
房
中
術
に
つ
い
て
は
、
近
世
前
期
の
段
階
で
近
世
養
生
論
の
論
理
の
枠
組
み
が
既
に

を
得
る
た
め
、
ま
た
親
子
の
運
命
が
開
け
る
た
め
の
交
接
の
日
時
や
場
所
、
時
間
や
方
角
に
関
す
る
俗
信
を
そ
の
内
容
と
し
て
い
る
。
男
女
の

産
み
わ
け
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
養
生
論
ほ
ど
深
刻
な
関
心
は
見
せ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
『
秘
伝
菫
こ
が
「
月
の
障
り
の
後
、
三
日
後
ま
で

は
男
児
、
四
五
日
は
女
児
」
、
あ
と
は
「
み
な
い
た
づ
ら
こ
と
」
と
述
べ
て
い
る
点
も
、
『
医
心
方
』
の
受
胎
論
と
全
く
同
様
の
水
準
に
あ
る
こ

と
、
つ
ま
り
『
秘
伝
書
』
は
中
世
以
降
の
中
国
医
学
の
展
開
を
全
く
反
映
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

で
き
あ
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
方
、
中
世
以
降
（

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

中
世
以
降
の

三
）
養
生
論
の
禁
欲
主
義
と
「
求
子
」
の
交
接

中
国
医
学
を
消
化
し
た
近
世
養
生
論
に
お
い
て
、
人
々
の
性
生
活
、
受
胎
・
避
妊
の
問
題
は
、
ど
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
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性交頻度の勧め表1

論
が
低
出
生
力
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
し
ょ

ア
（
’
一
０

（
｜
）
禁
欲
の
勧
め

禁
欲
の
勧
め
の
中
で
、
ま
ず
触
れ
ら
れ
る
の
が
晩
婚
な
ど
に
よ
っ
て
性
生

活
の
年
代
を
限
ろ
う
と
す
る
主
張
で
あ
る
。
近
世
養
生
論
で
は
『
礼
記
』
を

引
用
し
て
、
男
子
三
十
歳
、
女
子
二
十
歳
を
結
婚
適
齢
期
と
み
な
す
主
張
が

も
っ
と
も
多
い
。

例
え
ば
益
軒
は
、
若
年
の
性
と
老
年
期
の
性
に
つ
い
て
特
に
欲
望
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
を
強
く
求
め
て
い
る
。
若
者
は
欲
望
が
強
い
た
め
一
度
経
験
す
れ

ば
身
を
持
ち
崩
す
ほ
ど
に
流
れ
や
す
い
と
い
う
観
点
か
ら
、
男
子
二
十
歳
、

女
子
十
五
歳
以
前
の
結
婚
を
許
さ
な
い
の
は
理
が
あ
る
と
い
う
。
一
方
、
老

年
期
に
つ
い
て
も
、
彼
は
孫
思
模
の
『
千
金
方
』
を
根
拠
に
、
六
十
歳
以
上

の
人
に
は
基
本
的
に
性
生
活
が
無
く
て
も
良
い
と
い
う
結
論
を
導
き
だ
し
て

い
る
。
益
軒
の
こ
の
議
論
は
、
そ
れ
で
も
日
本
の
現
実
に
応
じ
て
適
齢
期
の

年
齢
を
緩
や
か
に
修
正
し
た
も
の
ら
し
く
、
『
延
寿
摘
要
』
を
始
め
、
永
田
徳

本
の
『
通
仙
延
寿
心
法
』
（
寛
水
元
年
Ⅱ
一
六
一
西
年
）
、
香
月
啓
益
の
『
婦
人

寿
草
』
（
元
禄
五
年
Ⅱ
一
六
九
五
年
）
な
ど
代
表
的
な
養
生
害
に
お
い
て
、
男
子

三
十
歳
女
子
二
十
歳
と
い
う
『
礼
記
』
の
適
齢
期
や
、
五
十
歳
以
降
は
性
生

活
不
必
要
と
い
う
『
千
金
方
』
の
議
論
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
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ま
た
、
懐
妊
後
の
交
接
を
厳
し
く
戒
め
る
点
で
も
近
世
儒
教
家
の
意
見
は
一
致
し
て
い
る
。
そ
れ
は
流
産
（
「
小
産
」
「
自
ら
な
る
堕
胎
」
）
の
危

険
を
防
止
し
、
胎
教
の
た
め
に
も
必
要
な
禁
欲
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
言
説
は
さ
ら
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
、
「
鳥
獣
、
諸
の
虫
の
類

は
、
…
常
は
止
」
と
い
う
よ
う
に
、
発
情
期
が
限
さ
れ
て
い
る
動
物
を
例
に
と
っ
て
、
人
間
も
子
孫
を
残
す
た
め
に
こ
そ
交
接
す
べ
き
だ
と
云

う
禁
欲
的
な
議
論
す
ら
生
み
出
す
の
で
あ
る
（
例
え
ば
佐
々
井
茂
庵
「
産
家
や
し
な
ひ
草
」
）
。

だ
◎

ま
た
、
禁
欲
の
勧
め
の
第
三
は
、
『
接
し
て
洩
ら
さ
ず
』
と
い
う
還
精
の
問
題
で
あ
る
。
明
の
儒
医
朱
丹
渓
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
中
国
医

学
で
は
古
代
の
房
中
術
を
否
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
貝
原
益
軒
は
孫
真
人
（
孫
思
模
）
の
「
千
金
方
」
を
積
極
的
に
評
価
し
つ
つ
「
房
中
補
益
の
説
」

（
つ
ま
り
、
還
精
）
の
有
効
性
を
老
人
に
限
っ
て
認
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
老
人
に
限
っ
て
認
め
た
の
だ
か
ら
、
出
生
力
に
直
接
影
響
す
る
も

の
で
は
な
い
が
、
非
射
精
性
交
が
容
認
さ
れ
た
こ
と
が
避
妊
文
化
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

禁
欲
を
め
ぐ
る
議
論
の
最
後
に
、
交
接
を
忌
む
時
と
場
所
に
関
す
る
禁
忌
へ
の
言
及
の
仕
方
を
み
て
お
き
た
い
。
例
え
ば
、
儒
者
一
家
と
し

て
著
名
な
稲
生
恒
軒
は
、
著
書
「
い
な
ご
草
」
の
な
か
で
、
大
欲
に
侵
さ
れ
る
と
「
身
の
仇
と
な
る
」
と
述
べ
、
交
接
の
忌
み
日
や
忌
み
月
を

事
細
か
に
説
明
し
て
い
る
。
恒
軒
の
勧
め
通
り
に
実
践
し
た
ら
、
交
接
し
て
も
子
ど
も
や
両
親
に
崇
り
が
な
い
の
は
冬
期
十
二
～
三
月
、
夏
期

七
～
九
月
の
毎
月
八
日
～
二
十
二
日
ま
で
の
間
で
、
し
か
も
天
候
が
特
に
悪
く
な
く
、
日
月
飾
に
も
当
た
ら
な
い
日
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
忌
み
月
、
忌
み
日
の
勧
め
は
『
千
金
方
』
に
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
忌
む
日
数
は
次
第
に
増
え
て
交
接
の
日
が
限
ら
れ
て
行
く
よ
う

後
者
の
三
冊
で
は
、
日
本
の
女
子
の
早
婚
は
養
生
の
上
か
ら
問
題
で
あ
る
と
の
指
摘
も
添
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
禁
欲
の
勤
め
は
、
性
交
頻
度
（
と
い
う
よ
り
射
精
頻
度
）
の
戒
め
の
な
か
に
最
も
具
体
的
に
現
わ
れ
る
。
表
１
に
基
準
を
纒
め
て
お
い
た

が
、
顕
著
な
こ
と
は
『
医
心
方
』
が
紹
介
す
る
「
素
女
経
」
や
「
玉
房
秘
訣
』
の
よ
う
な
古
代
の
房
中
術
の
ほ
う
が
、
七
世
紀
唐
代
の
医
書
「
千

金
方
』
を
主
な
典
拠
と
す
る
近
世
養
生
論
よ
り
は
る
か
に
多
淫
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
思
わ
ず
、
文
明
化
は
禁
欲
化
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
指
摘

を
思
い
出
す
。
こ
う
し
た
禁
欲
的
な
生
活
態
度
の
浸
透
が
直
接
に
出
生
力
に
影
響
し
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
一
つ
の
背
景
と

し
て
理
解
し
て
お
く
必
要
は
あ
ろ
う
。
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三
）
「
求
子
」
と
避
妊
ｌ
養
生
論
の
受
胎
観

『
秘
伝
書
』
に
述
べ
ら
れ
た
受
胎
の
時
期
と
男
女
の
分
化
に
関
す
る
議
論
は
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
論
旨
が
『
洞
玄
子
』
の
引
用
と
し
て
「
医
心

方
』
に
見
え
て
い
る
。
『
医
心
方
』
の
時
代
に
は
、
子
ど
も
の
健
康
や
生
命
・
運
命
と
い
っ
た
も
の
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
「
求
子
」
の
営
み
が

論
じ
ら
れ
て
お
り
、
男
女
産
み
分
け
へ
の
関
心
は
ま
だ
微
温
的
な
も
の
に
留
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
近
世
日
本
の
養
生
論
に
な
る
と
、
男
女
産

み
分
け
は
強
い
関
心
事
の
一
つ
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
家
制
度
下
で
嗣
子
を
得
る
こ
と
が
必
須
の
要
件
だ
っ
た
か
ら
だ

が
、
典
拠
と
な
る
中
国
医
学
の
中
に
も
同
じ
関
心
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
ま
ず
、
岡
本
為
竹
や
香
月
啓
益
の
解
説
紹
介
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
て
い
た
『
格
致
余
論
』
（
一
三
四
七
年
刊
）
の
受
胎
に
関
す
る
論
議

か
ら
み
て
お
き
た
い
・
著
者
朱
丹
渓
は
受
胎
に
つ
い
て
の
学
説
史
に
触
れ
て
自
説
を
展
開
し
て
い
る
。
ま
ず
狙
上
に
載
る
の
は
、
楮
澄
彦
遍
（
北

斎
の
呉
都
の
太
守
『
楮
氏
遺
言
」
四
八
三
年
成
稿
・
五
四
一
年
刻
本
の
著
者
が
あ
る
）
の
男
女
分
化
の
議
論
で
あ
る
。
楮
氏
は
男
性
の
精
液
と
女
性
の

「
精
血
」
の
う
ち
、
先
に
子
宮
に
到
達
し
た
方
が
遅
れ
て
く
る
も
の
を
包
み
込
む
の
で
、
胎
児
は
内
側
に
入
っ
た
方
の
性
に
な
る
と
考
え
た
。
従
っ

て
、
男
性
の
精
液
が
先
な
ら
子
ど
も
は
女
児
に
、
女
性
の
精
血
が
先
な
ら
子
ど
も
は
男
児
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
丹
渓
は
こ
の
議
論
に
多

い
に
影
響
を
受
け
て
迷
っ
た
が
、
後
に
李
東
垣
の
『
欄
室
秘
蔵
六
之
巻
』
（
一
二
七
六
刊
、
一
六
七
三
京
都
で
刻
本
）
を
読
ん
で
、
こ
ち
ら
が
正
し

李
東
垣
の
議
論
と
い
う
の
は
、
月
経
後
一
、
二
日
の
問
に
交
接
す
る
と
経
血
は
澄
ん
で
い
て
男
性
の
精
液
が
勝
つ
の
で
子
ど
も
は
男
児
に
な

る
。
と
こ
ろ
が
月
経
終
了
後
四
、
五
日
目
に
交
接
す
る
と
既
に
精
血
に
勢
い
を
盛
り
返
し
て
い
て
、
精
血
の
気
が
勝
つ
の
で
胎
児
は
女
児
に
な

る
と
い
う
の
だ
。
女
性
的
な
る
も
の
と
男
性
的
な
る
も
の
が
包
み
包
ま
れ
て
子
ど
も
の
胎
を
結
ぶ
と
い
う
前
者
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
男
性
的
な
る

も
の
と
女
性
的
な
る
も
の
が
ぶ
つ
か
り
あ
い
強
い
方
の
性
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
後
者
の
仮
説
と
で
は
、
日
常
の
男
女
の
関
係
性
に
つ
い
て
も

ず
い
ぶ
ん
異
な
っ
た
感
覚
が
背
景
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
丹
渓
は
後
者
に
軍
配
を
揚
げ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
丹
渓
自
身
の
仮
説
が
つ
け
加
え
ら
れ
る
。
彼
は
、
陽
道
（
乾
道
）
と
陰
道
（
地
道
）
の
方
位
の
関
係
か
ら
説
き
起
こ
し

て
、
も
し
精
液
の
気
が
勝
て
ば
胎
児
は
子
宮
の
左
側
で
育
つ
の
で
、
男
児
に
な
る
。
逆
に
母
親
の
精
血
の
気
が
勝
て
ば
、
胎
児
は
予
宮
の
右
側

い
と
確
認
し
た
と
い
う
。
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で
育
つ
の
で
女
児
に
な
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
妊
婦
の
腹
の
形
か
ら
子
ど
も
の
性
を
占
う
民
間
の
習
俗
を
思
い
出
さ
せ
る
よ
う
な
仮
説
だ
。

と
こ
ろ
で
『
格
致
余
論
諺
解
』
（
元
禄
九
年
Ⅱ
一
六
九
六
）
を
著
し
て
元
禄
年
間
の
日
本
に
丹
渓
の
医
学
を
紹
介
し
た
岡
本
為
竹
が
、
細
字
で
書

き
加
え
た
講
釈
の
部
分
が
ま
た
興
味
深
い
。
岡
本
は
楮
氏
の
仮
説
に
も
李
東
垣
の
仮
説
に
も
、
そ
し
て
丹
渓
の
議
論
に
も
こ
の
受
胎
論
に
関
し

て
は
異
議
を
唱
え
る
。
彼
は
「
張
景
岳
」
の
類
注
」
（
「
格
致
余
諭
」
に
対
す
る
類
注
力
）
を
根
拠
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
説
が
い
ず
れ
も
精
液
と

精
血
が
混
交
し
て
新
し
い
生
命
が
誕
生
す
る
と
考
え
て
い
る
点
に
批
判
を
向
け
る
の
だ
。
岡
本
に
よ
る
と
、
「
凡
ソ
人
ノ
胎
ヲ
受
ル
ノ
始
ハ
、
一

滴
ノ
精
子
宮
二
入
二
在
」
、
つ
ま
り
生
命
の
は
じ
め
は
男
性
の
精
液
の
一
滴
な
の
で
あ
っ
て
、
女
性
の
経
血
は
其
の
一
滴
を
養
う
役
割
を
果
た
す

だ
け
だ
と
云
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
精
液
と
経
血
が
融
合
し
て
胎
を
結
ぶ
か
の
よ
う
な
一
連
の
議
論
は
、
岡
本
に
し
て
み
れ
ば
何
れ
も
五
十

歩
百
歩
の
誤
り
な
の
だ
。
岡
本
が
引
用
し
て
い
る
か
ら
中
国
に
も
同
じ
様
な
議
論
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
う
し
た
い
わ
ば
〃
種
と
畑
″
の
よ

う
な
再
生
産
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
「
腹
は
借
り
物
」
と
い
う
近
世
封
建
社
会
の
血
統
論
理
と
見
事
に
符
合
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
格
致
余
論
』
が
紹
介
す
る
中
世
の
受
胎
論
は
男
女
の
分
化
の
仕
組
を
解
明
す
る
こ
と
に
主
な
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
の

に
対
し
て
、
『
医
心
方
』
が
紹
介
す
る
古
代
中
国
の
受
胎
に
関
す
る
議
論
は
、
も
っ
ぱ
ら
長
寿
と
賢
明
な
子
ど
も
を
得
る
た
め
に
、
と
い
う
よ
り

は
天
折
と
障
害
（
そ
れ
は
何
ら
か
の
崇
り
だ
と
解
せ
ら
れ
て
い
た
の
だ
か
）
を
被
ら
な
い
た
め
に
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
禁
忌
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
受
胎
に
寄
せ
る
関
心
の
所
在
も
明
ら
か
に
歴
史
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
近
世
日
本
の
養
生
論
や
教
諭
書
の
類
の
中
で
は
、
受
胎
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
近
世
養

生
論
の
中
に
は
、
案
外
正
面
か
ら
受
胎
を
論
じ
た
も
の
は
少
な
い
。
儒
医
の
養
生
論
で
房
中
術
に
触
れ
た
の
は
も
っ
ぱ
ら
禁
欲
の
勧
め
を
論
じ

て
お
り
、
出
産
や
胎
教
を
論
じ
た
も
の
は
妊
娠
中
の
養
生
や
臨
産
の
処
置
と
新
生
児
の
介
護
を
問
題
に
し
て
い
る
。
中
国
の
儒
医
の
文
献
に
比

べ
て
受
胎
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
そ
の
も
の
を
論
ず
る
こ
と
の
少
な
い
の
は
ど
う
し
て
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
印
象
を
受
け
る
が
、
そ
う
し
た
中
で
、

香
月
啓
益
の
『
婦
人
寿
草
」
と
、
著
者
不
詳
「
通
仙
延
寿
心
法
」
上
之
巻
の
議
論
が
興
味
深
い
。

特
に
、
著
者
不
詳
『
通
仙
延
寿
心
法
』
（
元
禄
八
年
Ⅱ
一
六
九
五
）
上
之
巻
は
大
変
ユ
ニ
ー
ク
な
著
作
で
あ
る
。
下
之
巻
は
養
生
全
般
を
論
じ

て
、
儒
教
的
な
養
生
論
の
範
晴
に
収
ま
っ
て
い
る
が
、
上
之
巻
は
全
体
が
妊
娠
と
出
産
の
問
題
に
充
て
ら
れ
る
。
著
者
は
「
子
を
持
つ
も
持
た
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こ
の
著
作
は
、
手
稿
本
一
冊
が
東
京
国
立
博
物
館
に
遺
さ
れ
れ
て
い
る
が
、
三
年
前
に
出
版
さ
れ
た
香
月
牛
山
啓
益
の
『
婦
人
寿
草
』
を
読

ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
系
統
的
に
か
つ
漢
籍
の
引
用
を
縦
横
し
て
説
く
牛
山
の
論
述
の
中
か
ら
、
人
々
の
必
要
感
の
高
い

と
こ
ろ
を
具
体
的
に
、
マ
’
一
ユ
ア
ル
に
説
く
の
が
こ
の
著
作
な
の
だ
。

受
胎
論
が
論
じ
ら
れ
る
の
は
第
五
項
と
第
六
項
に
な
る
が
、
そ
こ
で
は
中
国
医
学
の
男
女
分
化
の
説
明
が
簡
潔
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
経
水
の
終
わ
り
か
ら
数
え
て
奇
数
日
・
偶
数
日
に
よ
る
男
女
の
分
化
と
い
う
説
、
陰
陽
先
だ
っ
て
到
達
し
た
も
の
の
性
に
な
る
と
い
う
説
、

左
右
の
子
宮
分
岐
説
な
ど
を
紹
介
し
た
後
、
著
者
は
受
胎
の
し
く
み
は
古
代
の
賢
人
も
明
ら
か
に
し
て
お
ら
ず
、
三
つ
の
説
何
れ
に
も
賛
成
し

が
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
古
代
の
房
中
術
は
受
胎
論
を
欠
い
て
お
り
、
男
女
の
分
化
に
関
す
る
関
心
は
中
世
以
降
の
医
書
に
多
い
。

い
も
、
男
子
女
子
、
心
に
ま
か
せ
ざ
る
事
は
、
人
間
の
才
覚
に
あ
ら
ず
、
み
な
過
去
の
業
因
な
り
、
子
な
き
と
て
嘆
く
べ
か
ら
ず
、
女
子
な
り

と
て
き
ら
ふ
く
か
ら
ず
」
と
い
う
諦
観
に
満
ち
た
処
世
術
を
批
判
し
て
、
「
理
を
窮
む
る
必
要
は
あ
る
」
の
だ
と
い
う
立
場
か
ら
こ
の
著
作
を
も

の
し
た
。
つ
ま
り
、
後
嗣
の
確
保
と
い
う
家
の
継
承
に
ま
つ
わ
る
近
世
の
人
々
の
悩
み
に
直
接
答
え
る
形
で
、
実
践
的
な
技
術
知
を
語
る
の
で

あ
る
。
項
目
建
て
に
も
そ
の
関
心
が
明
瞭
に
現
れ
て
お
り
、

三
、
子
の
無
き
人
に
子
を
持
た
す
る
法
く
二
、
女
子
ば
か
り
を
持
つ
人
に
男
子
を
持
た
す
る
法
、
三
、
月
水
始
め
て
来
ら
ん
と
す
る
端

相
を
知
る
法
く
四
、
子
の
な
き
子
細
数
多
あ
る
事
く
五
、
佳
期
を
知
る
の
法
、
六
、
結
胎
の
法
く
七
、
和
合
の
道
あ
り
て
、
薬
を
用
ひ

ず
し
て
孕
ま
ぬ
法
く
八
、
男
子
女
子
を
設
く
る
年
月
日
時
の
事
べ
九
、
八
卦
を
立
て
、
男
子
女
子
を
設
く
る
法
く
十
、
胎
内
の
子
の
、

男
子
女
子
を
知
る
の
法
く
十
一
、
胎
内
の
女
子
を
変
じ
て
、
男
子
に
す
る
法
、
以
下
略
」

と
い
っ
た
具
合
の
項
目
が
並
ぶ
。
「
胎
内
の
女
子
を
男
子
に
代
え
る
技
術
」
な
ど
と
云
う
の
は
、
項
目
名
を
見
た
だ
け
で
呪
い
の
類
だ
と
わ
か
る

が
、
受
胎
と
出
産
に
つ
い
て
「
理
を
窮
む
る
必
要
」
つ
ま
り
科
学
化
し
た
い
と
い
う
意
図
と
、
非
合
理
的
な
知
識
と
の
共
存
が
印
象
的
で
あ
る
。

ま
た
、
本
文
中
に
は
、
佳
境
に
さ
し
か
か
る
と
「
伝
匡
「
伝
一
こ
…
等
と
い
う
よ
う
に
秘
伝
で
あ
る
こ
と
を
示
す
記
号
が
書
か
れ
て
、
内
容
が

分
か
ら
な
い
部
分
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
著
作
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
伺
わ
れ
る
と
お
り
、
こ
の
著
作
は
修
験
道
陰
陽
道
に
造
詣
の
深
い
も
の
だ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
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以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
中
国
医
学
で
は
中
世
、
近
世
と
時
代
を
下
る
と
と
も
に
、
禁
欲
的
な
生
活
態
度
の
勧
め
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
そ
れ
を
受
け
て
近
世
日
本
の
養
生
論
も
性
欲
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
こ
そ
が
健
康
の
鍵
だ
と
す
る
観
念
を
広
く
流
布
し
た
。
こ
の
よ
う
な
禁

欲
の
勧
め
は
、
時
期
に
よ
っ
て
、
ま
た
階
層
に
よ
っ
て
ト
ー
ン
に
差
異
が
見
ら
れ
る
が
、
『
秘
伝
聿
昌
の
よ
う
に
『
医
心
方
』
の
流
れ
を
汲
む
写

本
が
山
間
農
村
に
ま
で
流
布
し
て
い
た
事
実
は
、
養
生
論
と
は
異
質
な
性
愛
観
、
つ
ま
り
快
楽
の
積
極
的
な
追
求
を
肯
定
し
そ
れ
が
健
康
の
た

め
に
も
良
い
と
考
え
る
よ
う
な
観
念
が
、
庶
民
の
楽
天
的
な
生
活
意
識
に
よ
り
適
し
て
い
た
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

少
な
く
と
も
近
世
前
期
の
段
階
で
は
、
養
生
論
の
禁
欲
主
義
が
低
い
出
生
力
を
も
た
ら
す
ほ
ど
大
き
な
影
響
力
は
民
衆
の
間
に
は
持
た
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
っ
た
一
冊
の
写
本
の
残
存
か
ら
、
決
定
的
な
こ
と
が
言
え
な
い
の
は
勿
論
だ
が
、
大
切
な
写
本
だ
か
ら
代
を
重

そ
し
て
、
最
も
興
味
深
い
の
は
、
避
妊
に
触
れ
た
第
七
項
で
あ
ろ
う
。
避
妊
に
関
し
て
は
、
『
婦
人
寿
草
』
に
も
言
及
は
な
く
、
管
見
の
範
囲

で
は
近
世
文
書
で
避
妊
に
つ
い
て
書
き
残
し
た
史
料
と
い
う
の
は
こ
れ
ま
で
殆
ど
見
た
こ
と
が
な
い
・
著
者
は
、
貧
困
に
し
て
子
沢
山
で
は
「
何

と
稼
ぎ
て
も
ご
く
み
難
し
」
、
し
か
し
「
夫
婦
一
所
に
あ
る
者
は
、
さ
す
が
石
木
に
あ
ら
ざ
れ
ぱ
和
合
の
道
な
き
に
も
あ
ら
ず
」
と
民
衆
の
実
状

に
同
情
し
た
後
に
続
け
て
、
薬
物
を
使
え
ば
散
財
す
る
し
危
険
も
あ
る
、
「
薬
も
飲
ま
ず
し
て
孕
ま
ぬ
法
あ
れ
ば
、
豈
宝
と
せ
さ
ら
ん
や
、
こ
と

に
ざ
う
さ
も
な
き
事
な
り
。
」
と
述
べ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
も
そ
の
具
体
的
な
方
法
は
（
伝
十
二
と
記
さ
れ
て
い
て
、
内
容
が
分
か
ら
な

い
。
「
造
作
も
な
い
」
事
だ
と
い
う
の
だ
か
ら
、
性
交
中
断
・
膣
外
射
精
か
、
或
い
は
人
々
が
月
経
後
六
日
目
以
降
は
結
胎
し
な
い
と
考
え
て
い

た
の
だ
か
ら
月
経
周
期
を
利
用
し
た
避
妊
の
勧
め
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
に
射
精
を
遅
ら
せ
る
方
法
と
し
て
『
医
心

方
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
還
精
」
の
技
術
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
も
再
び
登
場
す
る
可
能
性
は
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
第
五
項
の
「
佳
時
」
で
は
月
経
周
期
に
注
目
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
後
者
も
可
能
性
と
し
て
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
近
世
前
期
か
ら
避
妊
に
関
心
を
寄
せ
た
人
々
が
居
た
の
で
あ
る
。

（
四
）
結
論
と
残
さ
れ
た
課
題
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そ
し
て
、
近
世
前
期
の
養
生
論
を
特
徴
づ
け
る
関
心
の
所
在
は
、
ま
ず
男
女
の
産
み
分
け
の
問
題
で
あ
り
、
ま
た
十
分
に
触
れ
ら
れ
な
か
っ

た
が
不
妊
の
原
因
究
明
や
治
療
の
問
題
で
あ
っ
た
。
直
系
家
族
の
自
立
と
と
も
に
、
後
嗣
の
確
保
が
強
く
意
識
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
な
る
が
、
実
は
こ
の
『
秘
伝
書
』
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
宮
床
村
か
ら
三
キ
ロ
ほ
ど
南
の
大
橋
村
（
現
在
は
と
も
に
南
郷
村
）
に
、
時
代

的
に
も
重
な
り
、
家
族
生
活
の
記
録
も
豊
富
な
日
記
が
現
在
す
る
。
角
田
藤
左
衛
門
『
萬
事
覚
書
帳
』
で
、
天
和
三
Ⅱ
一
六
八
三
年
～
享
保
二

（
応
）

十
Ⅱ
一
九
三
五
年
、
藤
左
衛
門
十
五
歳
～
六
七
歳
の
記
録
で
あ
る
。
紙
幅
の
関
係
で
今
回
は
触
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
が
、
自
ら
の
マ
ピ

キ
を
日
記
に
記
録
し
て
い
る
点
で
、
極
め
て
貴
重
な
資
料
だ
。
こ
の
日
記
を
見
る
と
、
藤
左
衛
門
は
、
第
八
子
に
留
之
丞
と
名
付
け
た
あ
と
の

第
九
子
、
後
妻
が
生
ん
だ
第
十
子
を
「
押
返
す
」
程
、
子
沢
山
だ
っ
た
。
が
、
兄
の
義
右
衛
門
や
息
子
の
宅
右
衛
門
は
、
漸
く
後
嗣
を
確
保
す

る
状
態
で
出
生
力
の
個
人
差
が
目
立
つ
。
ま
た
子
沢
山
の
藤
左
衛
門
も
、
十
人
の
子
ど
も
の
内
三
人
を
間
引
き
、
四
人
が
天
折
し
て
、
再
生
産

ま
で
生
き
た
子
ど
も
は
三
人
に
過
ぎ
な
い
・
死
亡
率
が
高
か
っ
た
近
世
前
期
に
は
、
後
嗣
確
保
が
課
題
に
な
り
こ
そ
す
れ
、
避
妊
が
広
範
な
人
々

の
共
通
す
る
課
題
と
し
て
強
く
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
秘
伝
書
』
や
、
『
通
仙
延
寿
心
法
』
の
よ
う
な
、
民
衆
に
近
い
修
験
者
の
著
作
の
な
か
で
観
察
さ
れ
た
非
射
精
性
交
へ
の
肯
定
的
評
価
と
、

月
経
周
期
へ
の
着
目
が
、
子
沢
山
を
嫌
い
子
ど
も
の
数
を
限
ろ
う
と
し
た
近
世
後
半
期
民
衆
の
性
愛
に
ど
の
よ
う
な
影
を
落
と
し
た
の
か
と
い

う
問
題
が
、
次
に
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

避
妊
に
つ
い
て
も
、
近
世
前
期
の
段
階
で
は
人
々
の
大
き
な
関
心
事
に
は
な
っ
て
い
な
い
し
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
も
全
体
と
す
れ
ば
未
発

見
だ
っ
た
と
い
う
印
象
が
強
い
。
但
し
、
『
通
仙
延
寿
心
法
』
の
よ
う
に
、
民
衆
に
近
い
著
者
の
中
に
は
、
こ
の
時
期
か
ら
避
妊
の
方
法
を
説
く

も
の
も
い
た
。
ま
た
、
非
射
精
性
交
が
積
極
的
に
評
価
さ
れ
て
い
た
り
、
月
経
周
期
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
中
に
、
後
に
避
妊
の
技
術
に
っ
な

も
の
も
い
た
。
ま
た
、
非
射
精
性
交
が
積
年

が
る
可
能
性
を
見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
る
。

も
の
が
多
い
。

ね
て
残
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
し
、
浮
世
絵
や
聞
き
取
り
調
査
な
ど
こ
の
地
域
の
習
俗
の
記
録
に
も
、
庶
民
の
開
放
的
な
性
生
活
を
映
し
出
す
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註（
１
）
太
田
素
子
「
少
子
化
と
近
世
社
会
の
子
育
て
ｌ
マ
ビ
キ
の
社
会
史
」
上
野
千
鶴
子
ほ
か
編
『
家
族
の
社
会
史
』
岩
波
書
店
「
１
９
９
１
年
７

月
。
太
田
素
子
「
家
族
農
耕
と
少
子
化
へ
の
意
志
・
会
津
藩
産
子
養
育
制
度
関
係
史
料
を
手
が
か
り
に
」
比
較
家
族
史
学
会
紀
要
「
比
較
家
族

史
研
究
』
第
９
号
、
１
９
９
４
年
ｎ
月
。

（
２
）
恩
寵
財
団
日
本
愛
育
会
編
「
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
」
１
９
７
５
年
、
第
一
法
規
出
版
、
１
５
９
‐
１
７
２
頁
。
太
田
「
近
世
農
民
家
族
の
出

産
育
児
と
労
働
供
給
」
（
日
本
人
口
学
会
共
通
論
題
Ａ
「
近
世
の
人
口
と
人
口
思
想
」
提
出
レ
ポ
ー
ト
）
参
照
、
一
九
九
六
年
六
月
。

（
３
）
ア
リ
エ
ス
「
か
っ
て
の
時
代
の
避
妊
に
つ
い
て
」
「
増
補
・
愛
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
の
歴
史
』
福
井
憲
彦
訳
、
１
９
９
３
年
、
新
曜
社
。
（
ア
ナ
ー

ル
派
学
術
雑
誌
『
イ
ス
ト
ワ
ー
ル
」
１
９
８
４
年
「
愛
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
」
、
１
９
９
１
年
増
補
版
邦
訳
）

（
４
）
向
谷
貴
久
江
『
よ
ば
い
の
あ
っ
た
こ
ろ
』
マ
ッ
ノ
書
店
、
１
９
８
６
年
、
〃
‐
俎
頁
。

（
５
）
友
部
健
一
「
近
世
日
本
農
村
に
お
け
る
自
然
出
生
力
推
計
の
試
み
」
『
人
口
学
研
究
』
第
十
四
号
、
一
九
九
一
年
五
月
。
の
シ
弓
○
国
○
圏
日
匡
・

言
註
昌
庁
こ
ゆ
甸
①
三
三
四
コ
Ｑ
《
《
勺
○
で
昌
呉
ざ
。
、
国
西
口
胃
ご
ュ
蜀
弓
毎
の
聾
胃
①
旦
弓
○
穴
こ
い
四
言
四
國
尉
８
国
の
里
口
の
目
○
ぬ
国
ロ
ゴ
昌
郵
］
少
弔
Ｐ
ｚ

甸
○
罰
ご
宮
．
ぐ
○
三
》
ｚ
○
い
○
９
号
閏
ご
褐
．
○
×
ざ
ａ
ロ
ヨ
蔚
国
ご
勺
昂
閉
．

（
６
）
倉
地
克
直
「
生
活
思
想
に
お
け
る
性
意
識
」
「
日
本
女
性
生
活
史
」
第
三
巻
。
近
世
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
○
年
。

（
７
）
本
稿
執
筆
中
に
、
新
村
拓
『
出
産
と
生
殖
観
の
歴
史
」
法
政
大
学
出
版
会
、
１
９
９
６
年
が
出
版
さ
れ
た
。
新
村
氏
の
系
統
的
な
医
学
思
想
史

研
究
か
ら
多
く
を
学
ん
だ
が
、
筆
者
に
は
科
学
に
い
た
る
医
学
的
知
識
の
展
聞
そ
の
も
の
よ
り
も
、
受
胎
観
に
投
影
し
た
人
々
の
生
活
意
識
（
男

女
の
関
係
性
や
子
供
観
な
ど
）
の
展
開
の
方
が
関
心
が
あ
る
。

（
８
）
三
宅
秀
、
大
澤
謙
二
編
『
日
本
衛
生
文
庫
』
全
六
巻
、
教
育
新
潮
研
究
会
発
行
、
一
九
一
七
年
。
こ
の
ほ
か
東
北
大
学
狩
野
文
庫
、
東
京
大
学

顎
軒
文
庫
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
養
生
論
を
参
考
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
大
正
年
間
に
編
集
さ
れ
た
「
日
本
衛
生
文
庫
』
全
六
巻
に
は
興
味
深
い
「
省
略
」
が
あ
る
。
其
の
殆
ど
が
房
中
術
に
関
す
る
も

の
で
、
割
愛
さ
れ
た
部
分
の
タ
イ
ト
ル
を
捨
う
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

・
水
野
澤
斎
『
朱
雀
経
験
養
生
弁
』
中
之
巻
「
妊
娠
之
弁
」
・
本
井
子
承
『
長
命
衛
生
論
』
下
之
巻
「
房
中
補
益
の
伝
」
・
名
古
屋
玄
医
「
養

生
主
論
』
「
房
事
」
・
芝
田
祐
詳
『
人
養
問
答
』
「
房
事
」
・
穂
積
甫
庵
『
救
民
妙
薬
』
「
百
二
十
八
堕
胎
の
事
」
・
曲
直
瀬
玄
朔
「
延
寿
撮
要
』
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（
Ⅷ
）
「
秘
伝
書
」
は
、
京
都
大
学
富
士
川
文
庫
に
も
写
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

（
Ⅱ
）
南
郷
村
史
編
纂
委
員
会
編
「
南
郷
村
々
史
」
第
一
巻
「
馬
場
順
誠
」
（
一
八
一
二
‐
八
六
）
の
項
、
一
九
八
五
年
。

（
皿
）
山
路
閑
古
校
注
『
秘
籍
江
戸
文
学
撰
六
医
心
方
房
力
』
日
輪
閣
、
一
九
八
三
年
。

（
過
）
中
村
真
一
郎
「
色
好
み
の
構
造
ｌ
王
朝
文
化
の
深
層
」
岩
波
新
書
、
一
九
八
五
年
。

（
Ｍ
）
「
還
精
」
に
類
似
し
た
慣
習
は
他
の
文
化
圏
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ア
リ
エ
ス
は
「
イ
エ
ズ
ス
会
士
サ
ン
チ
エ
ス
ら
陥
世
紀
の
道

徳
思
想
家
は
、
貧
困
多
子
の
家
族
の
場
合
に
、
妊
娠
を
伴
わ
な
い
性
交
の
正
当
性
を
認
め
る
。
そ
の
際
、
異
教
の
悪
魔
的
イ
ン
ド
の
性
愛
技
法

か
ら
非
射
精
交
愈
ョ
且
曳
吊
吊
陥
弓
胃
５
）
を
探
し
出
し
た
」
（
前
出
注
③
）
と
指
摘
す
る
が
、
イ
ン
ド
の
性
愛
技
法
と
古
代
中
国
の
還
精
の

か
ら
非
射
精
交
愈
ョ
且
曳
吊

こ
の
割
愛
が
検
閲
に
寄
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
内
容
的
に
見
て
悪
し
き
影
響
が
強
す
ぎ
る
と
い
う
編
者
の
判
断
に
よ
る
も

の
か
は
、
今
の
と
こ
ろ
よ
く
分
か
ら
な
い
。
後
者
だ
と
す
れ
ば
、
近
代
医
学
の
性
愛
に
対
す
る
一
つ
の
態
度
の
表
明
と
し
て
興
味
深
い
。
本
研

究
で
は
、
判
愛
さ
れ
た
部
分
も
原
本
で
確
認
し
て
い
る
。

（
９
）
福
島
県
南
会
津
郡
南
郷
村
教
育
委
員
会
発
行
「
南
郷
村
史
資
料
二
三
萬
事
覚
書
帳
（
全
）
ｌ
角
田
藤
左
衛
門
ｌ
」
平
成
四
年
一
月
発
行
。

尚
、
こ
の
日
記
に
つ
い
て
は
安
藤
紫
香
著
『
奥
会
津
の
民
俗
』
歴
史
春
秋
社
、
一
九
九
四
年
八
月
。
川
口
洋
「
肥
世
紀
初
頭
の
会
津
・
南
山
町

御
蔵
入
領
に
お
け
る
「
子
返
し
」
」
歴
史
人
類
学
会
編
『
史
鏡
』
等
羽
号
、
一
九
九
四
年
九
月
。
三
○
８
百
○
三
四
陣
三
房
四
百
蟹
君
国
冨
冒
？

《
《
シ
コ
シ
コ
巴
湧
厨
○
洋
言
三
ｇ
ご
豊
○
コ
き
『
三
号
弄
旨
ヨ
シ
宮
島
ｇ
〕
閉
局
面
房
三
○
○
三
１
両
８
国
晨
○
扇
８
日
ｍ
ヨ
両
胃
々
三
○
号
昌
苛
冒
亘
ゞ

（
国
際
人
口
学
会
人
口
史
部
会
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
共
催
「
日
本
研
究
京
都
会
議
」
人
口
統
計
分
科
会
提
案
、
平
成
６
年
Ⅲ
月
）

（
妬
）
こ
の
日
記
に
記
さ
れ
た
マ
ピ
キ
は
、
性
別
占
い
に
外
れ
た
子
や
厄
年
の
親
の
子
ど
も
な
ど
、
迷
信
と
マ
ビ
キ
の
関
係
が
興
味
深
い
。
ま
た
、
下

女
の
マ
ビ
キ
の
記
録
に
も
注
目
に
値
す
る
。
前
出
注
側
。

参
照
。

「
房
事
篇
」

関
わ
り
は
良
く
分
か
ら
な
い
。
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』
は
、
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方
史
家
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藤
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香
氏
を
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て
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き
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た
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又
、
そ
の
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に
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は
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。
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ク
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懐
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、
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教
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史
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友
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師
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）
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