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一
、
伝
染
病
法
と
は

　

一
八
六
四
年
六
月
二
一
日
の
深
夜
二
時
頃
、
四
人
の
議
員
に
よ
り

伝
染
病
法
案
の
第
一
読
会
の
動
議
が
起
こ
さ
れ
た
。
続
く
第
二
・
第

三
読
会
、
そ
し
て
委
員
会
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
意
見
が
交
わ
さ
れ

る
こ
と
な
く
（
１
（
、
早
く
も
七
月
二
九
日
に
女
王
の
裁
可
が
下
さ
れ
た
（
２
（
。

こ
の
の
ち
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
ジ
ョ
ゼ
フ
ィ
ン
・
バ
ト
ラ
ー
の
反
対

運
動
と
は
対
照
的
に
、
そ
の
始
ま
り
は
異
様
な
静
け
さ
に
包
ま
れ
て

い
た
。
本
稿
は
こ
の
伝
染
病
法
の
制
定
過
程
と
自
由
と
の
関
係
を
扱

う
も
の
だ
が
、
そ
の
具
体
的
な
目
的
は
後
述
す
る
と
し
て
、
ま
ず
は

ま
だ
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
の
法
律
の
概
要
を
簡
単
に
記
し
て

お
き
た
い
。

　

伝
染
病
法
と
は
、
性
病
（
特
に
梅
毒
と
淋
病
）
の
流
行
が
認
め
ら

れ
た
陸
軍
守
備
隊
駐
屯
地（garrison tow

ns

）と
海
軍
軍
港（naval 

ports

）
な
ど
、
軍
の
施
設
が
置
か
れ
た
特
定
の
地
域
に
施
行
さ
れ

た
公
法
で
あ
り
、
当
該
地
域
に
お
け
る
性
病
の
流
行
拡
大
の
抑
制
を

目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
。
流
行
を
抑
え
る
た
め
に
と
ら
れ
た
手
段

は
、
当
該
地
域
で
活
動
す
る
売
春
婦
（prostitute

）
を
市
民
か
ら

寄
せ
ら
れ
た
情
報
を
も
と
に
特
定
し
、
治
安
判
事
の
命
令
の
も
と
で

医
師
の
検
診
を
受
け
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
検
診
は
軍
が

認
定
し
た
病
院
（certified hospital

）
で
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
結

果
罹
患
し
て
い
る
と
診
断
さ
れ
た
も
の
は
、
当
該
病
院
に
最
長
三
か

月
間
入
院
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
入
院
治
療
費
は
軍
の
予
算

か
ら
捻
出
さ
れ
た
（
３
（
。
以
上
の
事
か
ら
伝
染
病
法
と
は
、
国
家
の
公
衆

衛
生
的
な
福
利
の
た
め
に
、
あ
る
種
の
身
体
に
介
入
す
る
こ
と
で
、

軍
に
と
っ
て
清
潔
か
つ
効
率
的
な
売
春
の
サ
イ
ク
ル
を
構
築
し
た
も

の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
伝
染
病
法
を
研
究
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
が
、
イ
ギ

リ
ス
人
女
性
史
家
の
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
ウ
ォ
ー
コ
ウ
ィ
ッ
ツ
で
あ
る
（
４
（

。

ウ
ォ
ー
コ
ウ
ィ
ッ
ツ
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
示
し
た
、
歴
史
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的
に
構
築
さ
れ
る
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
考
え
方
を
自
身
の
研

究
に
取
り
入
れ
（
５
（

、
一
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
男
性
医
師
と
警
察
権
力

に
よ
る
売
春
統
治
の
シ
ス
テ
ム
を
検
証
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で

ゆ
る
や
か
に
変
容
し
再
構
築
さ
れ
て
い
く
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
描

き
出
し
て
い
る
（
６
（

。

　

し
か
し
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
再
構
築
と
い
う
問
題
の
一
方

で
、
売
春
へ
の
統
制
と
は
必
然
的
に
、
人
々
の
自
由
に
か
か
わ
っ
て

く
る
問
題
で
も
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
売
春

婦
に
と
っ
て
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
と
り
わ
け
彼
女
た
ち
の
周
辺
に

位
置
し
て
い
た
、
経
済
的
な
売
春
婦
予
備
軍
と
も
言
え
る
お
針
子
た

ち
に
と
っ
て
も
、
売
春
へ
の
国
家
統
制
は
脅
威
と
な
り
え
た
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
お
針
子
た
ち
は
低
賃
金
ゆ
え
に
そ
の

日
暮
ら
し
で
あ
り
、
一
時
的
で
あ
れ
雇
い
主
か
ら
仕
事
が
下
り
て
こ

な
け
れ
ば
経
済
的
困
窮
を
免
れ
え
ず
、場
合
に
よ
っ
て
は
「
も
ぐ
り
」

（clandestine

）
の
女
と
し
て
売
春
に
身
を
投
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
も
あ
っ
た
（
７
（

。
運
が
悪
け
れ
ば
、
そ
の
際
に
「
売
春
婦
」
と
し

て
国
家
的
介
入
を
受
け
、
サ
イ
ク
ル
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
と
も

限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
当
時
の
法
的
な
定
義
に
お
け
る
売

春
婦
と
は
非
常
に
曖
昧
な
性
格
を
持
つ
た
め
、
貧
し
い
労
働
者
た
ち

で
な
く
と
も
女
と
い
う
身
体
を
持
つ
も
の
で
あ
れ
ば
誰
で
あ
れ
、
売

春
婦
と
い
う
ラ
ベ
ル
を
貼
ら
れ
る
危
険
性
が
あ
っ
た（

8
（

。
ま
た
、
こ
の

こ
と
か
ら
、
何
も
規
制
を
受
け
な
い
、
む
し
ろ
病
気
か
ら
守
ら
れ
る

と
い
う
恩
恵
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
自
由
な
男
た
ち
に

と
っ
て
も
、
売
春
の
規
制
が
問
題
を
孕
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
言
え
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
売
春
婦
と
い
う
ラ
ベ
ル
を
貼
ら
れ
う

る
女
性
は
、
あ
る
男
性
に
と
っ
て
の
恋
人
で
あ
り
妻
で
あ
り
娘
で
あ

る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
史
の
大
き
な
流
れ
で
言
え
ば
、
一
八
三
〇
年
か
ら
五
〇

年
代
は
政
治
・
社
会
問
題
に
か
ん
し
て
様
々
な
改
革
が
実
行
さ
れ
た

「
改
革
の
時
代
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い（

9
（

。
大
波
の
あ

と
に
も
至
る
と
こ
ろ
に
そ
の
余
波
が
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
小
さ
な
新

し
い
波
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
が
、
伝
染
病
法
の
制
定
は
言
わ
ば
そ

の
遅
れ
て
発
生
し
た
小
波
で
あ
り
、
や
が
て
大
き
く
な
り
、
様
々
な

も
の
を
巻
き
込
ん
で
い
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
国
家
権
力
の

介
入
の
中
に
あ
っ
て
も
、
自
由
主
義
的
風
潮
は
な
お
息
継
い
で
い
た

こ
と
も
今
や
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

売
春
へ
の
規
制
と
い
う
国
家
介
入
に
際
し
て
、
自
由
と
は
い
か
に

あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

従
来
の
研
究
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
ず
、

人
道
主
義
的
観
点
と
統
計
を
駆
使
し
た
効
率
の
議
論
と
い
う
、

一
八
五
〇
・
六
〇
年
代
の
陸
軍
行
政
改
革
に
広
く
見
ら
れ
た
性
質
を

伝
染
病
法
の
中
に
見
い
だ
す
ば
か
り
で
あ
る（

（（
（

。
す
な
わ
ち
、
こ
の
改

革
か
ら
伝
染
病
法
の
形
成
に
至
る
過
程
に
お
い
て
、
自
由
主
義
的
風

潮
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
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て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
筆
者
の
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
よ
り
、

本
稿
で
は
以
下
の
よ
う
な
課
題
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
思
う
。
す
な

わ
ち
、
陸
軍
行
政
改
革
と
そ
れ
以
降
の
過
程
を
追
う
こ
と
で
、
売
春

の
「
問
題
化
」
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
、
そ
の
帰
結
と
し

て
の
法
制
度
の
形
成
の
際
に
自
由
主
義
的
風
潮
は
ど
の
よ
う
に
機
能

し
、い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ

て
、
次
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
。
ま
ず
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る

売
春
に
つ
い
て
の
前
提
事
項
の
確
認
を
お
こ
な
う
。
次
に
、
伝
染
病

法
制
定
に
か
ん
し
て
重
要
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
二
つ
の

委
員
会
を
取
り
上
げ
、
売
春
問
題
の
認
識
を
探
る
。
そ
し
て
、
法
の

制
定
に
関
わ
っ
た
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
手
紙
の
や
り
取
り
か
ら
、

売
春
の
規
制
が
ど
の
よ
う
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
を
検
証

す
る
。
史
料
と
し
て
は
主
に
、
王
立
委
員
会
報
告
書
、
議
会
関
係

資
料
、
陸
軍
省
文
書
（W

ar O
ffi
ce P

apers: W
O

）、
海
軍
省
文
書

（A
dm

iralty P
apers: A

D
M

）
を
用
い
た
。

　
二
、
売
春
の
統
制
と
兵
士
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ

　

売
春
の
形
態
や
売
春
婦
の
人
口
な
ど
、
基
本
的
な
事
項
に
つ
い
て

は
多
く
の
研
究
書
で
詳
細
に
触
れ
ら
れ
て
お
り（

（（
（

、
ま
た
本
稿
の
目
的

は
売
春
の
実
態
な
る
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
た
め
、

諸
相
に
つ
い
て
微
に
入
っ
て
説
明
す
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

よ
っ
て
こ
こ
で
は
、
売
春
へ
の
規
制
と
兵
士
と
い
う
、
本
論
に
深
く

か
か
わ
っ
て
く
る
重
要
な
事
項
を
二
点
だ
け
確
認
す
る
こ
と
と
し
た

い
。

伝
染
病
法
以
前
の
売
春
婦
へ
の
介
入

　

一
点
目
は
、
売
春
を
規
制
す
る
法
制
度
の
不
在
に
つ
い
て
で
あ

る
。
一
八
六
四
年
以
前
に
お
い
て
売
春
婦
の
行
動
に
干
渉
で
き
る

法
律
は
三
つ
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
浮
浪
者
取
締
法（

（（
（

、
首
都
警
察
法（

（（
（

、

都
市
警
察
条
項
法（

（（
（

で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
「
客
引
き
諸
法
」

（solicitation law
s

）
と
言
う（

（（
（

。
浮
浪
者
取
締
法
は
治
安
の
観
点
か

ら
、
町
で
う
ろ
つ
く
不
審
な
人
物
を
取
り
締
ま
る
目
的
で
制
定
さ
れ

た（
（（
（

。
条
文
で
は「
浮
浪
者
」（vagrant

）や「
ご
ろ
つ
き
」（vagabond

）

的
な
行
為
を
同
定
し
、
そ
の
行
為
を
違
法
の
も
の
と
し
て
罰
す
る
と

し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
浮
浪
者
・
ご
ろ
つ
き
行
為
と
い
う
の
は
、
占

い
や
ち
ょ
っ
と
し
た
仕
掛
け
で
人
を
だ
ま
し
た
り
、
卑
猥
な
印
刷
物

を
公
然
と
さ
ら
し
た
り
、
建
物
の
周
り
を
う
ろ
つ
い
た
り
、
慈
善
団

体
を
装
い
集
金
し
た
り
、
公
共
の
場
に
お
い
て
賭
け
事
を
し
た
り
、

と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
首
都
警
察
法
は
、
公
共
の
場
に
お
い
て
住

人
や
通
行
人
の
邪
魔
に
な
る
よ
う
な
し
つ
こ
い
客
引
き
を
規
制
す
る

条
項
を
備
え
て
い
る（

（（
（

。
都
市
警
察
条
項
法
で
は
、
様
々
な
迷
惑
行
為

を
規
定
す
る
中
で
、
路
上
で
泥
酔
し
暴
れ
る
こ
と
や
、
警
察
署
で
暴

れ
た
場
合
の
罰
則
が
設
け
ら
れ
た（

（（
（

。
こ
れ
ら
の
諸
法
は
二
〇
世
紀
初
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頭
ま
で
存
続
し
、
売
春
婦
に
影
響
を
与
え
続
け
て
き
た（

（（
（

。
し
か
し
、

こ
の
諸
法
は
あ
く
ま
で
町
の
秩
序
を
乱
す
も
の
を
取
り
締
ま
る
権
力

と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
売
春
行
為
そ
の
も
の
が
権
力
の

対
象
と
な
っ
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
風
紀
紊
乱
を
招

く
売
春
婦
に
対
す
る
治
安
判
事
の
温
情
的
な
判
決（

（（
（

な
ど
も
考
慮
す
れ

ば
、
客
引
き
諸
法
の
影
響
力
は
限
定
的
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い（

（（
（

。

　

こ
こ
で
、
一
九
世
紀
当
時
に
お
い
て
売
春
に
か
ん
す
る
制
度
の

整
っ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
売
春

婦
た
ち
が
法
的
に
い
か
に
自
由
に
活
動
し
う
る
環
境
に
あ
っ
た
か
が

分
か
る（

（（
（

。
フ
ラ
ン
ス
の
各
都
市
は
、
行
政
権
の
許
す
範
囲
で
売
春
婦

と
売
春
宿
に
か
ん
す
る
監
督
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
各
都

市
で
そ
の
対
処
法
の
様
式
は
異
な
る
の
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
パ
リ

を
例
に
見
る
と
、
売
春
婦
は
自
由
意
志
で
、
も
し
く
は
売
春
の
現
場

を
押
さ
え
ら
れ
る
こ
と
で
強
制
的
に
、
警
察
記
録
に
登
録
さ
れ
た
。

登
録
さ
れ
た
女
性
は
、
鑑
札
を
も
っ
た
自
営
の
売
春
婦
と
な
る
か
、

警
察
に
登
録
さ
れ
て
い
る
売
春
宿
の
経
営
者
に
雇
わ
れ
る
か
を
選
ぶ

こ
と
が
で
き
た
が
、
い
ざ
売
春
の
世
界
に
入
る
前
に
は
、
強
制
的
な

性
病
検
診
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
強
制
登
録
手
続
き
に

お
け
る
質
問
事
項
の
内
容
や
強
制
登
録
前
の
救
済
条
項
の
有
無
、
登

録
削
除
手
続
き
の
方
法
な
ど
は
都
市
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
た
が
、

お
よ
そ
ど
こ
の
都
市
に
も
自
由
登
録
と
強
制
登
録
は
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
、
各
都
市
で
方
法
に
差
は
あ
れ
、
売
春
婦
は
ま
さ
し
く
権
力

の
管
理
下
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
警
察
権
力

に
よ
る
登
録
制
度
で
あ
る「
公
認
娼
家
制
度
」は
、イ
ギ
リ
ス
で
は「
フ

ラ
ン
ス
方
式
」（F

rench system

）
な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た（
（（
（

。
兵
士
の
独
身
主
義
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ

　

二
点
目
は
、
軍
に
所
属
す
る
兵
士
た
ち
は
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う

に
売
春
婦
と
か
か
わ
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
、兵
士
も
売
春
婦
も
お
お
よ
そ
労
働
者
層
の
出
身
で
あ
っ
た
た
め
、

様
々
な
場
で
関
係
を
持
つ
こ
と
自
体
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
だ

が
、
こ
の
つ
な
が
り
を
一
層
強
く
し
て
い
た
の
が
、
兵
士
に
独
身
で

あ
る
こ
と
を
求
め
る
軍
の
慣
例
で
あ
る
。
陸
軍
で
は
多
く
の
歩
兵
連

隊
（infantry regim

ents

）
が
帝
国
植
民
地
の
前
線
に
派
遣
さ
れ

て
お
り
、
帝
国
防
衛
の
た
め
に
植
民
地
を
転
々
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、一
八
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
、

歩
兵
連
隊
は
一
〇
三
隊
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
の
お
よ
そ
四
分
の
三

に
あ
た
る
七
九
隊
が
植
民
地
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る（

（（
（

。
こ
の

た
め
、
軍
に
と
っ
て
兵
士
の
妻
子
は
係
累
に
な
り
や
す
く
、
ゆ
え

に
兵
士
は
身
の
軽
い
職
業
軍
人
（professional bachelor arm

y

）

た
ら
ん
こ
と
を
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る（

（（
（

。
も
ち
ろ
ん
、
ひ
と
り
身
で

あ
る
こ
と
イ
コ
ー
ル
売
春
に
向
か
う
、
と
は
必
ず
し
も
い
か
な
い
の
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で
あ
る
が
、
売
春
を
利
用
し
や
す
い
環
境
が
整
っ
て
い
れ
ば
、
性
的

欲
望
の
捌
け
口
と
な
り
易
か
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
そ

し
て
こ
の
環
境
と
い
う
の
が
、
兵
士
と
売
春
婦
の
紐
帯
と
し
て
ひ
と

つ
の
重
要
な
場
と
な
っ
て
い
た
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
や
ビ
ア
ハ
ウ

ス
な
の
で
あ
る
。
売
春
は
売
春
宿
で
の
み
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
か
っ
た
。パ
ブ
な
ど
は
男
性
客
の
、そ
れ
も
判
断
の
甘
く
な
っ

た
男
性
た
ち
の
多
く
集
ま
る
場
で
あ
り
、
売
春
婦
に
と
っ
て
は
都
合

の
よ
い
狩
り
場
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
客
寄
せ
の

た
め
に
売
春
婦
を
置
く
パ
ブ
も
あ
り
、
こ
れ
は
実
質
的
に
売
春
宿
と

し
て
機
能
し
て
い
た（

（（
（

。
兵
士
と
パ
ブ
リ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
、
そ
し
て
飲
酒

の
関
係
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う（

（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、

軍
隊
生
活
の
中
で
「
異
性
間
の
」
性
的
な
活
動
を
制
限
さ
れ
た
兵
士

と
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
な
ど
に
も
進
出
し
て
い
た
売
春
婦
の
接
点

は
強
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
以
上
に
見
て
き
た
よ
う
な
、
法
的
束
縛
か
ら
の
自
由
度
が

比
較
的
高
い
売
春
の
あ
り
よ
う
や
売
春
婦
と
兵
士
の
関
係
は
、
ク
リ

ミ
ア
戦
争
の
結
果
設
置
さ
れ
た
王
立
委
員
会
を
機
に
、
揺
さ
ぶ
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。

　
三
、
ふ
た
つ
の
委
員
会
と
売
春
の
「
問
題
化
」

　

こ
こ
で
は
、
一
八
五
七
年
に
設
置
さ
れ
た
王
立
委
員
会
と

一
八
六
二
年
に
設
置
さ
れ
た
性
病
委
員
会
に
お
い
て
、
売
春
や
売
春

婦
が
ど
の
よ
う
な
問
題
と
し
て
見
な
さ
れ
た
の
か
、
そ
し
て
ど
の
よ

う
な
方
向
性
が
導
き
出
さ
れ
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

陸
軍
衛
生
委
員
会
の
検
討

　

一
八
五
四
年
、
イ
ギ
リ
ス
は
ク
リ
ミ
ア
戦
争
に
参
戦
す
る
も
、
病

院
で
の
死
者
数
が
戦
地
で
の
死
者
数
を
上
回
る
と
い
う
失
態
を
犯

し
た（

（（
（

。
指
揮
系
統
の
不
備
、
戦
争
参
謀
の
不
在
、
劣
悪
な
衛
生
環
境

な
ど
が
こ
の
原
因
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る（

（（
（

。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

な
問
題
を
再
び
繰
り
返
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
の
思
い
か
ら
設
置

さ
れ
た
の
が
、
王
立
の
陸
軍
衛
生
委
員
会
（R

oyal C
om

m
ission 

to inquire into the regulations affecting the sanitary 
con

dition
 of the arm

y, the organ
ization

 of m
ilitary 

hospitals, and the treatm
ent of the sick and w

ounded

）
で

あ
っ
た
。
こ
の
委
員
会
の
主
題
は
、
戦
時
お
よ
び
平
時
に
お
け
る
兵

士
の
死
亡
率
と
そ
の
原
因
の
調
査
で
あ
り
、
一
見
す
る
と
売
春
と
は

関
係
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
委

員
会
が
列
挙
し
た
数
々
の
問
題
点
の
中
に
、
兵
士
の
不
節
制
な
生
活

習
慣
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
指
摘
が
環
境
決
定
論（

（（
（

（environm
entalism

）
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
イ
ギ
リ

ス
の
売
春
統
制
の
歴
史
に
と
っ
て
、
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
兆
候
な
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の
で
あ
る
。

　

で
は
ま
ず
、
陸
軍
衛
生
委
員
会
の
報
告
書（

（（
（

を
見
て
み
る
と
、
そ
の

細
目
は
大
き
く
四
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る（

（（
（

。
陸
軍
医
務
局
の

組
織
と
そ
の
職
務
の
確
認
、
病
院
組
織
と
そ
の
役
割
や
物
資
に
つ

い
て
、
軍
医
の
待
遇
に
つ
い
て
、
そ
し
て
兵
士
の
高
い
死
亡
率
の
改

善
策
の
検
討
で
あ
る
。
こ
の
中
の
兵
士
の
死
亡
率
の
項
目
を
詳
し
く

見
て
み
る
と
、
そ
の
原
因
は
陸
軍
の
制
度
面
の
問
題
、
設
備
面
の
問

題
、
兵
士
の
質
の
問
題
の
い
ず
れ
か
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し

て
い
る（

（（
（

。
制
度
面
の
問
題
で
は
、
軍
務
の
性
質
上
、
深
夜
の
作
業
も

多
く
、そ
れ
が
兵
士
の
身
体
を
弱
体
化
さ
せ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

軍
務
の
あ
い
ま
に
適
度
な
運
動
や
気
晴
ら
し
に
な
る
作
業
を
お
こ
な

う
と
い
っ
た
、
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
す
る
時
間
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
が
心
身
の
健
康
に
悪
影
響
を
与
え
て
い
る
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て

い
る
。
設
備
面
で
は
、
適
正
収
容
人
数
を
は
る
か
に
超
え
た
兵
舎
で

の
生
活
と
、
そ
れ
に
伴
う
換
気
不
足
が
不
衛
生
な
状
態
を
生
み
出
し

て
い
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
兵
舎
の
給
水
所
・
洗
面
所
・
下
水

道
の
氾
濫
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
兵
士
の
質
に
か
ん
す
る
問
題
で
は
、
過
度
の
飲
酒
と
金

遣
い
の
荒
さ
が
健
康
を
損
ね
て
い
る
と
指
摘
す
る
一
方
、
兵
士
の
セ

ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
か
ん
す
る
次
の
よ
う
な
言
及
が
あ
る
。

酒
で
は
な
く
、
か
な
り
不
節
制
で
あ
る
習
慣
（intem

perate 
and debauched habits

）
が
兵
士
た
ち
の
あ
い
だ
に
見
受
け

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
町
な
か
の
そ
れ
ら
の
居
住
環
境
は
、〔
兵

士
た
ち
に
〕
魅
力
的
な
誘
惑
と
性
的
機
会
を
提
供
す
る
の
で
あ

る
。
病
気
は
こ
こ
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
る
が
、
兵
士
た
ち
は
病

気
に
か
か
っ
た
こ
と
を
隠
し
が
ち
で
あ
る
し
、
そ
の
た
め
症
状

は
激
し
さ
を
増
し
、
治
り
に
く
く
な
り
、
強
力
な
治
療
が
必
要

に
な
っ
て
く
る
。
兵
士
た
ち
の
身
体
に
と
っ
て
、〔
性
病
が
〕も
っ

と
も
有
害
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る（

（（
（

。

や
や
婉
曲
的
な
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
町
の

一
角
に
あ
る
売
春
宿
と
売
春
婦
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
で
、
兵
士

が
病
気
（
性
病
）
に
か
か
る
環
境
を
危
惧
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て

い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
兵
士
の
周
囲
の
環
境
整
備
を
提
案
し
、
時
に
性
を

危
険
視
す
る
こ
と
か
ら
は
、「
堕
落
し
た
」
と
評
価
さ
れ
た
彼
ら
を

適
切
な
状
態
の
も
と
で
管
理
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
う
か
が
え
る
の

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
売
春
や
兵
士
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
か
ん
す
る
内

容
は
、
実
践
的
な
改
善
点
を
記
し
た
勧
告
（R

ecom
m
endations

）

に
は
組
み
込
ま
れ
ず
、
具
体
的
な
対
応
策
は
提
示
さ
れ
な
い
ま
ま
に

さ
れ
た
の
で
あ
る（

（（
（

。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
死
亡
率
と
の
関
係
で
考
え

れ
ば
、
性
病
の
重
要
性
が
こ
れ
以
外
の
問
題
点
に
比
べ
て
相
対
的
に

低
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
、
売
春

問
題
を
考
え
る
上
で
、
こ
の
委
員
会
の
意
義
を
減
じ
る
こ
と
に
は
な
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ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
都
市
の
治
安
や
個
人
・
社
会
の
性
道
徳
と

い
っ
た
社
会
悪
（social evil

）
の
問
題（

（（
（

と
し
て
で
は
な
く
、
軍
の

問
題
と
し
て
、
国
家
的
に
売
春
問
題
に
取
り
組
む
必
要
性
が
あ
る
と

い
う
こ
と
を
示
し
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
重
要
だ
か
ら
で
あ
る（

（（
（

。
そ

し
て
こ
の
こ
と
は
、
陸
軍
省
と
海
軍
省
の
中
に
売
春
と
兵
士
の
性
病

問
題
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
動
き
を
促
す
こ
と
に
な
っ
た
。そ
れ
が
、

次
に
検
討
す
る
性
病
委
員
会
で
あ
る
。

性
病
委
員
会
委
員
と
調
査
内
容

　

性
病
委
員
会
は
軍
内
部
の
委
員
会
と
し
て
当
時
海
軍
省
の
あ
っ
た

サ
マ
セ
ッ
ト
ハ
ウ
ス
に
設
置
さ
れ
、
一
八
六
二
年
の
一
二
月
頃
に
報
告

書
を
ま
と
め
た（

（（
（

。
報
告
書
に
は
、
関
係
者
の
聞
き
取
り
調
査
の
回
答
も

付
録
と
し
て
添
付
さ
れ
て
い
る
が
、
議
事
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
委

員
会
は
五
名
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
議
長
に
は
海
軍
省
委
員
会
委
員

（Lord of the A
dm

iralty

）
の
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ホ
イ
ッ
ト
ブ
レ
ッ
ド

（Sam
uel W

hitbread, 1830-191

（
（（
（5

）
が
就
き
、ほ
か
の
委
員
は
ジ
ョ

ン
・
リ
デ
ル
（Sir John L

iddell, 1794-186

（
（（
（8

）、
ト
マ
ス
・
ロ
ー

ガ
ン
（Sir T

hom
as G

albraith Logan, c. 1808-189

（
（（
（6

）、
イ
ー
ヴ
リ

ン
・
ポ
ク
リ
ン
ト
ン
（E

velyn H
enry F

rederick P
ocklington, 

?-187

（
（（
（9

）、
ト
ム
・
テ
イ
ラ
ー
（T

om
 T

aylor, 1817-188

（
（（
（0

）
と
な
っ

て
い
る
。

　

委
員
会
報
告
書
を
見
る
前
に
、
報
告
書
の
作
成
に
あ
た
り
実
施

さ
れ
た
調
査
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
調
査
は
書
簡
に
よ
る
実
態

調
査
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
、
対
象
と
な
っ
た
地
域
は
ブ
リ
テ
ン
諸
島

の
一
一
の
駐
屯
地
や
港
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
軍
の
主
要
な
施
設
が
あ

る（
（（
（

。
調
査
内
容
は
、
性
病
の
流
行
の
程
度
や
軍
施
設
の
設
備
状
況
、

近
隣
の
売
春
宿
や
パ
ブ
リ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
の
状
態
、
そ
し
て
現
在
各
隊

で
実
施
し
て
い
る
対
策
と
要
望
に
つ
い
て
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
各
隊

の
指
揮
官
（O

ffi
cers com

m
anding the T

roops

）
に
回
答
を
求

め
て
い
る（

（（
（

。
ま
た
委
員
会
は
同
地
域
の
警
察
署
長
（H

eads of the 
P
olice

）
に
も
聴
取
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
と
り
わ
け
売
春
婦
に
か

ん
す
る
質
問
項
目
が
目
立
つ（

（（
（

。

　

で
は
、
一
一
の
地
域
の
指
揮
官
た
ち
の
意
見
に
は
、
売
春
や
兵
士

の
性
病
に
か
ん
し
て
ど
の
よ
う
な
主
張
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
ま
ず
言
え
る
こ
と
が
、
い
ず
れ
の
指
揮
官
も
性
病
の
広
範
な
流

行
を
認
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

（（
（

。
ど
れ
ほ
ど
流
行
し
て
い

る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
回
答
の
様
式
が
一
様
で
は
な
い
こ
と

と
、
性
病
の
正
確
な
診
断
は
当
時
ま
だ
困
難
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

を
勘
案
す
る
と
、
性
病
が
大
流
行
し
て
い
た
と
単
純
に
断
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
ど
う
あ
れ
現
場
の
指
揮
官
た
ち
に
と
っ
て
は
蔓

延
し
て
い
る
と
の
認
識
が
強
か
っ
た
こ
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
こ
の
よ
う
に
流
行
を
認
識
し
て
い
た
指
揮
官
ら
は
、
委
員

会
に
対
し
て
様
々
な
要
望
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
も
売
春
婦
と

売
春
宿
の
登
録
制
度
を
要
求
す
る
声
は
、
前
述
の
フ
ラ
ン
ス
方
式
を
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思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
一
一
人
の
指
揮
官
の
う
ち
、
七
人
が
フ
ラ

ン
ス
方
式
も
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
制
度
を
提
案
し
て
い
る（

（（
（

。一
方
、

兵
士
向
け
の
知
的
娯
楽
と
し
て
の
読
書
室
の
設
置
、
兵
舎
の
上
水
道

の
整
備
、
兵
士
の
性
病
定
期
検
診
と
罹
患
者
へ
の
罰
則
、
売
春
婦
に

と
っ
て
利
用
し
や
す
い
性
病
専
門
病
院
（L

ock hospital

）
の
設

置
と
い
っ
た
、
売
春
行
為
そ
の
も
の
に
は
触
れ
な
い
、
間
接
的
な
対

策
を
求
め
る
声
も
み
ら
れ
る（

（（
（

。

　

こ
れ
ら
の
要
望
か
ら
は
、
指
揮
官
た
ち
が
一
様
に
売
春
宿
や
売
春

婦
に
責
任
を
負
わ
せ
る
フ
ラ
ン
ス
方
式
の
よ
う
な
方
針
を
求
め
て
い

る
と
も
言
え
な
け
れ
ば
、
兵
士
だ
け
に
帰
せ
ら
れ
る
問
題
と
し
て
認

識
し
て
い
る
と
も
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
ポ
ー

ツ
マ
ス
の
指
揮
官
が
売
春
の
規
制
を
強
く
訴
え
る
一
方
で
、
兵
士
に

対
し
て
も
こ
れ
ま
で
よ
り
強
く
介
入
す
る
よ
う
な
方
針
を
提
案
し
て

い
る
よ
う
に
、
兵
士
の
環
境
整
備
か
売
春
統
制
か
と
い
っ
た
よ
う
な

二
項
対
立
的
な
図
式
を
単
純
に
当
て
は
め
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
よ

う
で
あ
る（

（（
（

。
軍
の
関
係
者
た
ち
が
一
様
に
あ
る
方
向
性
を
目
指
し
て

い
た
と
い
う
よ
り
か
は
む
し
ろ
、
売
春
や
性
病
と
い
う
現
実
に
直
面

し
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
あ
る
者
と
し
て
、
考
え
う
る

対
策
で
あ
れ
ば
何
で
あ
れ
実
行
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
で
あ
っ
た
と
解

釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
資
料
か
ら
は
、
と
に
か
く
何
ら

か
の
対
策
を
打
ち
出
し
て
ほ
し
い
と
い
う
、
各
地
の
指
揮
官
の
思
い

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

性
病
委
員
会
報
告
書
の
検
討

　

以
上
の
要
望
を
踏
ま
え
た
委
員
会
は
ど
の
よ
う
に
結
論
付
け
た
の

か
。
そ
の
結
論
か
ら
先
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
委
員
会
は
売
春
の
統

制
シ
ス
テ
ム
が
も
た
ら
す
と
さ
れ
た
効
果
を
否
定
し
、
兵
士
の
生
活

環
境
を
整
備
す
る
こ
と
こ
そ
が
売
春
へ
の
直
接
的
な
規
制
よ
り
も
有

効
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
論
の
展
開
を
見
て

い
こ
う
。

　

ま
ず
委
員
会
が
指
摘
す
る
の
は
、
性
病
の
流
行
で
あ
る
。

一
八
六
〇
年
の
人
的
損
失
は
陸
軍
の
全
一
般
兵
（every soldier

）

が
八
日
間
機
能
し
て
い
な
い
の
と
同
程
度
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
し

た
あ
る
医
師
の
証
言
を
例
に
あ
げ
、
こ
と
の
重
大
性
を
指
摘
し
て
い

る（
（（
（

。
さ
ら
に
、
聴
取
に
あ
る
よ
う
な
罹
患
率
や
患
者
数
だ
け
で
は
本

当
の
損
失
、
す
な
わ
ち
性
病
の
母
子
感
染
や
、
性
病
の
た
め
使
い
物

に
な
ら
な
く
な
っ
た
新
兵
へ
の
影
響
を
は
か
り
知
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
し
て
い
る（

（（
（

。
こ
の
よ
う
な
危
機
を
挙
げ
た
う
え
で
、
委
員
会
は

二
つ
の
選
択
肢
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
挙
げ
ら
れ
て
い
る

の
が
、「
多
く
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
、
我
々
の
有
す
る
い
く
つ
か

の
植
民
地
に
存
在
す
る
」
方
式
、
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
売
春
婦
に
強

制
登
録
と
定
期
的
な
性
病
検
診
を
課
す
制
度
な
の
で
あ
る
が
、
委
員

会
は
こ
の
選
択
肢
の
妥
当
性
を
次
の
よ
う
に
否
定
し
た
。

し
か
し
委
員
会
は
、
こ
の
制
度
が
実
践
さ
れ
た
諸
外
国
の
報
告

書
の
中
か
ら
は
、
強
制
的
な
対
策―

―

こ
の
対
策
は
、
ま
だ
残
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さ
れ
て
い
る
出
来
る
限
り
の
こ
と
を
試
さ
な
い
う
ち
に
、
新
規

の
、
か
つ
問
題
の
あ
る
原
則
を
伴
う
、
市
民
の
多
く
に
と
っ
て

は
不
快
に
な
ろ
う
シ
ス
テ
ム
を
本
国
に
取
り
入
れ
る
よ
う
に
促

す
も
の
で
あ
る
の
だ
が―

―

に
よ
っ
て
病
気
が
減
少
し
た
と
い

う
よ
う
な
、
決
定
的
で
矛
盾
し
な
い
証
拠
を
発
見
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た（

（（
（

。

要
は
、
効
果
そ
の
も
の
が
期
待
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑

念
に
加
え
、
売
春
の
規
制
に
は
各
国
の
性
の
あ
り
方
や
受
け
入
れ
る

側
の
市
民
の
状
況
を
勘
案
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
事

情
を
踏
ま
え
る
と
、
外
国
で
の
実
践
例
を
参
照
し
た
と
こ
ろ
で
イ
ギ

リ
ス
へ
の
導
入
を
正
当
化
す
る
根
拠
に
は
乏
し
い
、
と
い
う
こ
と
を

主
張
し
た
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
そ
の
植
民
地
で
売
春
管
理
の
制

度
を
実
施
し
て
お
り
、
数
値
だ
け
を
見
れ
ば
お
お
よ
そ
成
功
を
収
め

て
い
る
地
域
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
委
員
会
は
こ
の
事
実
に
触
れ
つ

つ
も
、
や
は
り
植
民
地
で
実
施
さ
れ
て
い
る
制
度
が
本
国
イ
ギ
リ
ス

で
同
様
の
効
果
を
期
待
で
き
る
か
は
疑
わ
し
い
と
し
た
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

そ
し
て
、
否
定
さ
れ
た
売
春
統
制
シ
ス
テ
ム
の
代
替
案
と
し
て
提

示
さ
れ
た
、
引
用
文
中
の
「
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
出
来
る
限
り
の
こ

と
」
と
は
、
聴
取
資
料
の
中
に
も
散
見
さ
れ
る
、
種
々
の
環
境
決
定

論
的
な
対
策
な
の
で
あ
っ
た
。委
員
会
が
提
示
し
た
対
策
を
売
春
婦
、

売
春
宿
、
兵
士
の
三
つ
に
整
理
し
て
み
る
と
、
ま
ず
売
春
婦
に
つ
い

て
は
、
自
発
的
な
性
病
検
診
を
促
す
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
展
開
を
提
案

し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
用
意
す
べ
き
は
設
備
の
整
っ
た
、
貧
し
い

売
春
婦
た
ち
に
と
っ
て
快
適
な
性
病
専
門
病
院
で
あ
り
、
さ
ら
に
検

診
費
用
も
税
金
か
ら
支
出
で
き
れ
ば
、
自
発
的
な
検
診
が
促
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る（

（（
（

。
い
わ
ば
、
売
春
婦
の
再
教
育
で
あ
る
。

　

売
春
宿
へ
の
対
策
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
自
体
を
登
録
し
た
り
取
り

締
ま
っ
た
り
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
や
ビ
ア
ハ

ウ
ス
が
店
内
に
売
春
婦
を
置
い
て
い
る
場
合
に
限
り
、
取
り
締
ま
る

べ
き
で
あ
る
と
し
た（

（（
（

。
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
パ
ブ
な
ど

が
売
春
婦
を
提
供
す
る
場
と
し
て
一
役
買
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
危
機

感
が
表
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
、「
変
装
し
た
売
春
宿
」

（brothels in disguise

）
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　

兵
士
へ
の
対
策
は
、「
衛
生
」、「
罹
患
報
告
の
義
務
化
」、「
気
晴

ら
し
」（occupying and am

using the m
en in barracks

）
の

三
点
に
ま
と
め
ら
れ
る（

（（
（

。
ま
ず
、
衛
生
に
つ
い
て
は
、
軍
艦
と
兵
舎

に
個
人
で
使
用
で
き
る
水
場
（w

ashing in private

）
を
設
置
す

る
こ
と
で
、
兵
士
の
品
性
や
健
康
を
意
識
さ
せ
る
と
い
う
意
図
が
あ

る
よ
う
で
あ
る
。
水
場
の
設
置
は
低
コ
ス
ト
で
済
む
と
し
、
当
時
広

ま
り
つ
つ
あ
っ
た
入
浴
習
慣
に
つ
い
て
も
推
奨
し
て
い
る
。
し
か
し

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
性
病
に
感
染
す
る
兵
士
は
い
る
の

で
あ
り
、
そ
の
際
に
は
早
期
の
発
見
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の

た
め
に
も
罹
患
報
告
を
義
務
化
し
、
そ
れ
を
怠
っ
た
場
合
に
は
罰
を

与
え
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
感
染
し
た
場
合
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の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
と
し
て
、
兵
舎
で
の
謹
慎
と
そ
の
間
の
給
与
支
払
い

の
停
止
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
兵
士
へ
の
対
策
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
総
合
的
に
見

て
も
最
も
重
視
さ
れ
て
い
た
の
が
、
兵
士
の
意
識
を
売
春
か
ら
逸
ら

す
た
め
の
「
気
晴
ら
し
」
で
あ
っ
た
。
次
の
引
用
は
報
告
書
本
編
の

終
盤
で
、
委
員
会
が
そ
の
立
場
を
鮮
明
に
打
ち
出
し
て
い
る
箇
所
で

あ
る
。賢

明
な
士
官
、
そ
し
て
軍
医
た
ち
に
よ
っ
て
広
く
推
奨
さ
れ
て

き
た
、
兵
舎
に
い
る
男
た
ち
を
夢
中
に
さ
せ
楽
し
ま
せ
る
、
そ

し
て
彼
ら
を
兵
舎
の
周
辺
に
群
れ
を
な
す
売
春
へ
向
か
わ
せ
な

い
た
め
の
娯
楽
。こ
れ
ら
を
推
奨
す
る
こ
と
の
利
点
に
つ
い
て
、

委
員
会
も
心
か
ら
同
意
し
、
そ
れ
ら
の
娯
楽
を
取
り
入
れ
る
こ

と
は
、
売
春
へ
の
直
接
的
な
着
手
よ
り
も
効
果
的
で
あ
る
こ
と

を
確
信
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
厳
し
い
財
政
状
況
に
お
け
る

対
策
と
し
て
、
高
次
の
利
害
関
係
（higher considerations

）

な
ど
に
は
言
及
せ
ず
に
、
健
康
的
で
、
潔
白
な
対
策
を
、
そ
し

て
退
屈
な
兵
舎
・
船
内
生
活
か
ら
兵
士
を
解
放
す
る
こ
と
の
で

き
る
男
性
向
き
の
作
業
や
娯
楽
を
重
視
し
た
進
歩
的
な
対
策
を

政
府
に
勧
告
す
る
と
い
う
委
員
会
の
義
務
の
範
囲
内
で
、
我
々

は
活
動
し
て
い
る
こ
と
を
確
信
す
る
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

委
員
会
の
立
場
は
非
常
に
鮮
明
で
は
あ
っ
た
。
た
だ
、
前
述
の
聴

取
資
料
な
ど
も
あ
わ
せ
て
検
討
す
る
と
、
そ
の
主
張
は
極
端
に
理
想

化
さ
れ
た
環
境
決
定
論
的
見
解
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
委
員
会
そ
れ

自
体
が
、
端
か
ら
こ
の
よ
う
な
勧
告
を
出
す
と
い
う
前
提
の
も
と
で

設
置
さ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る（

（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
委
員
会
の
示

し
た
提
言
を
根
拠
に
、
軍
部
の
大
勢
が
環
境
決
定
論
に
拠
っ
て
い
た

と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
唆
す
る

よ
う
に
、
こ
の
報
告
書
に
は
別
に
も
う
一
つ
の
レ
ポ
ー
ト
が
添
付
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
当
時
海
軍
医
務
局
総
監
で
あ
っ
た
リ
デ
ル
に

よ
る
反
対
意
見
書
で
あ
る
。

リ
デ
ル
の
反
対
意
見
書

私
は
報
告
書
に
署
名
を
し
た
が
、
私
見
と
し
て
は
、
報
告
書

の
結
論
は
病
気
を
そ
の
根
源
に
お
い
て
捕
え
る
こ
と
（the 

arrest of the disease at its source

）
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

報
告
書
が
具
体
化
し
た
す
べ
て
の
提
言
が
実
行
さ
れ
た
と
し
て

も
、
梅
毒
の
減
少
が
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
期
待
を

私
は
抱
い
て
い
な
い
し
、
以
前
あ
っ
た
類
似
の
す
べ
て
の
対
策

の
よ
う
に
、〔
多
数
派
の
勧
告
で
提
示
さ
れ
た
〕
諸
対
策
は
そ
れ

自
体
す
ぐ
に
廃
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
私
が
思
う
に

は
、
梅
毒
の
損
害
を
抑
え
、
そ
し
て
恐
ら
く
梅
毒
を
完
全
に
消

し
去
る
で
あ
ろ
う
唯
一
の
確
か
な
手
段
は
、
強
制
的
な
検
診
と

治
療
（com

pulsory exam
ination and cure

）
を
お
こ
な

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
病
気
を
伝
播
さ
せ
て
い
る
公
共
の
女
性
た
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ち
（public w

om
en

）
の
健
康
を
監
督
す
る
こ
と
な
の
で
あ

る（
（（
（

。

　

リ
デ
ル
の
意
見
書
は
こ
の
よ
う
に
始
ま
る
。
性
病
委
員
会
が
出

し
た
勧
告
に
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
る
そ
の
主
張
は
、
諸
外
国
で

お
こ
な
わ
れ
て
い
る
「
フ
ラ
ン
ス
方
式
」
の
導
入
を
迫
る
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
続
け
て
、
導
入
に
か
ん
し
て
躊
躇
す
る
軍
の

関
係
者
が
い
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
こ
の
制
度
は
「
大
陸
や
植

民
地
の
賢
明
な
人
々
」（enlightened people of the C
ontinent 

and som
e of our C

olonies
）
に
よ
っ
て
長
く
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
し
、
昨
今
は
社
会
悪
に
対
し
て
注
目
が
集
ま
っ
て

き
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
今
こ
そ
が
「
売
春
婦
を
警
察
の
直
接

の
監
視
下
に
お
き
、
罹
患
が
判
明
し
た
ら
専
門
の
病
院
へ
強
制
的

に
送
致
す
る
こ
と
の
で
き
る
」
制
度
を
形
成
す
る
絶
好
の
機
会
で

あ
る
と
し
て
、
正
規
の
報
告
書
に
記
さ
れ
た
疑
念
を
一
蹴
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
報
告
書
の
「
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
出
来
る
限
り
の

こ
と
」
に
当
て
つ
け
て
、「
病
気
を
保
有
し
、
そ
れ
を
広
め
る
こ
と

を
気
に
も
留
め
な
い
こ
れ
ら
の
不
幸
な
女
性
た
ち
を
回
収
す
る
権
限

（pow
er of w

ithdraw
ing

）
な
し
に
は
、
他
の
い
か
な
る
試
み
も

不ニ

ー

ド

レ

ス

要
で
あ
る
」
と
締
め
く
く
っ
て
い
る（

（（
（

。

　

こ
の
委
員
会
は
陸
軍
大
臣
と
海
軍
大
臣
の
諮
問
と
い
う
位
置
づ
け

で
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
報
告
書
が
作
成
さ
れ
た
一
八
六
二
年

末
以
降
、
お
そ
ら
く
大
臣
や
関
係
省
庁
・
部
局
の
官
僚
た
ち
は
軍
部

の
性
病
問
題
に
関
す
る
方
針
の
策
定
に
乗
り
出
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
ら
の
詳
細
な
動
き
を
跡
付
け
る
史
料
は
今
の
と
こ
ろ
無
い
の
だ

が
、
こ
の
報
告
書
の
一
年
後
に
伝
染
病
法
案
が
議
会
に
提
出
さ
れ
た

こ
と
か
ら
も
、
軍
部
そ
し
て
政
府
は
売
春
管
理
シ
ス
テ
ム
、
も
し
く

は
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
の
構
築
を
検
討
し
て
い
た
と
推
論
で
き
る
。

し
か
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
実
際
に
提
出
さ
れ
た
法
案
の
、
そ
し

て
制
定
さ
れ
た
法
律
の
内
容
は
、
売
春
を
管
理
統
制
す
る
よ
う
な
踏

み
込
ん
だ
内
容
に
な
る
可
能
性
も
充
分
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、

法
律
の
条
項
を
見
る
と
、
売
春
管
理
の
勘
所
で
あ
る
売
春
宿
と
売
春

婦
の
登
録
に
か
ん
す
る
条
項
は
な
く
、
そ
し
て
法
の
執
行
に
際
し
て

の
警
察
官
の
関
与
も
、
可
能
な
限
り
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る（
（（
（

。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
売
春
統
制
と
は
言
っ

て
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
ま
さ
し
く
構

築
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

一
八
六
二
年
の
委
員
会
か
ら
一
八
六
四
年
の
伝
染
病
法
の
制
定
ま
で

の
時
期
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
売
春
統
制
シ
ス
テ
ム
の
方
向
性
を

裏
付
け
る
何
ら
か
の
動
き
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
章
で
は
以
上
の
疑
問
点
に
つ
い
て
、
法
案
提
出
者
の
あ
い
だ
で

交
さ
れ
て
い
た
書
簡
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
こ
の
中
に
、
伝
染
病
法

の
方
向
性
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
も
の
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
表
題
に
も
掲
げ
た

「
臣
民
の
自
由
」
で
あ
る
。　
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四
、
伝
染
病
法
と
「
臣
民
の
自
由
」

ク
ラ
レ
ン
ス
・
パ
ジ
ェ
ッ
ト
と
モ
ー
ト
ン
・
ピ
ー
ト
ウ

　

伝
染
病
法
の
法
案
は
四
人
の
議
員
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
が
、
そ
の

中
心
に
い
た
の
が
ク
ラ
レ
ン
ス
・
パ
ジ
ェ
ッ
ト
（L

ord C
larence 

E
dw

ard P
aget, 1811-189

（
（（
（5

）
で
あ
る
。
パ
ジ
ェ
ッ
ト
は
侯
爵
家

の
二
男
と
し
て
生
ま
れ
、
一
二
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
前
に
、
海
軍

に
入
隊
し
た
。
二
三
歳
で
海
軍
中
佐
（C

om
m
ander

）
と
な
っ
た

が
、
こ
の
早
い
昇
進
は
父
親
が
首
相
に
根
回
し
を
し
た
結
果
で
あ
っ

た
。
順
調
な
昇
進
の
一
方
で
、
彼
は
二
四
歳
の
時
（
一
八
三
五
年
）

に
そ
の
父
親
に
連
れ
ら
れ
て
ド
イ
ツ
へ
赴
い
て
い
る
。そ
の
理
由
は
、

性
病
治
療
の
た
め
で
あ
っ
た（

（（
（

。
四
〇
歳
で
海
軍
大
将
の
娘
と
結
婚

し
、
五
年
後
に
は
少
将
（R

ear-A
dm

iral

）
に
昇
進
、
そ
し
て
同

年
の
一
八
五
七
年
三
月
に
海
軍
の
影
響
下
に
あ
る
サ
ン
ド
ウ
ィ
ッ
チ

（Sandw
ich

）
都
市
選
挙
区
か
ら
選
出
さ
れ
た（

（（
（

。
海
軍
大
臣
の
下
位

の
ポ
ス
ト
（F

irst or P
olitical Secretary to the A

dm
iralty

）

に
就
き
、
下
院
で
は
サ
マ
セ
ッ
ト
公
（E

dw
ard A

dolphus St 
M

aur [form
erly Seym

our], tw
elfth duke of Som

erset, 
1804-1885

）
の
代
弁
者
と
し
て
海
軍
行
政
の
改
革
の
必
要
性
を
訴

え
た
。

　

貴
族
の
次
男
坊
と
し
て
確
固
た
る
地
位
を
築
い
た
パ
ジ
ェ
ッ
ト
と

書
簡
の
や
り
取
り
を
し
て
い
た
の
が
、
モ
ー
ト
ン
・
ピ
ー
ト
ウ
（Sir 

M
orton P

eto, first baronet, 1809-1889

）
で
あ
る（

（（
（

。
ピ
ー
ト
ウ

は
一
四
歳
の
時
に
、
建
築
業
を
営
ん
で
い
た
叔
父
の
徒
弟
と
な
り
、

叔
父
の
死
後
は
そ
の
後
を
継
ぎ
、
事
業
を
成
功
さ
せ
た
。
一
八
四
〇

年
頃
に
は
鉄
道
敷
設
事
業
に
乗
り
出
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
東
部
の
一

大
会
社
に
ま
で
成
長
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
労
働
環
境
改
善
の
取

り
組
み
に
強
い
関
心
を
示
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
人
道
主
義
的
側
面

と
い
う
よ
り
か
は
、
合
理
的
な
経
営
者
と
し
て
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
し
て
彼
も
、
伝
染
病
法
案
の
提
出
者
に
そ
の
名
を
連
ね
て
い

る
。

　

法
案
作
成
時
に
彼
ら
の
あ
い
だ
で
交
わ
さ
れ
て
い
た
手
紙
が
、
公

文
書
館
の
海
軍
関
係
史
料
の
中
に
わ
ず
か
に
残
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
手

紙
の
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
と
、
性
病
委
員
会
以
降
、
伝
染

病
法
の
草
案
作
成
が
進
め
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
前
述
し

た
。
そ
こ
か
ら
、
い
く
つ
か
の
条
項
を
備
え
た
草
案
が
で
き
あ
が

り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
パ
ジ
ェ
ッ
ト
が
ピ
ー
ト
ウ
に
意
見
を
求

め
た
よ
う
で
あ
る（

（（
（

。
両
者
と
も
に
自
由
党
議
員
で
あ
る
。
ピ
ー
ト
ウ

は
一
八
六
三
年
と
六
四
年
の
軍
の
予
算
審
議
の
際
に
兵
士
の
環
境
や

健
康
問
題
の
改
善
を
要
求
す
る
内
容
の
発
言
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ

と
か
ら（

（（
（

、
二
人
の
共
通
点
は
軍
の
改
革
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま

た
、
手
紙
の
文
面
か
ら
も
、
両
者
は
そ
れ
ま
で
と
り
わ
け
面
会
な

ど
し
た
こ
と
は
な
く
、
こ
の
依
頼
が
初
め
て
の
接
触
で
あ
っ
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。
一
方
、
パ
ジ
ェ
ッ
ト
の
依
頼
を
受
け
た
ピ
ー
ト
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史
苑
（
第
七
二
巻
第
二
号
）

ウ
は
、
王
立
医
科
外
科
協
会
（R

oyal M
edical and C

hirurgical 
Society of L

ondon

）
フ
ェ
ロ
ー
の
ヘ
ン
リ
・
ロ
ウ
ド
ン（

（（
（

（H
enry 

M
ortim

er R
ow

don

）
に
、
医
学
的
な
観
点
を
踏
ま
え
た
意
見
を

求
め
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
二
人
に
つ
い
て
、
こ
れ
以
前
に
ど
の
よ

う
な
接
点
が
あ
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。
ロ
ウ
ド
ン
か
ら
の
回
答

は
一
八
六
四
年
の
三
月
四
日
付
で
ピ
ー
ト
ウ
に
宛
て
ら
れ
て
お
り
、

ピ
ー
ト
ウ
は
こ
れ
を
参
考
に
し
つ
つ
自
身
の
見
解
を
パ
ジ
ェ
ッ
ト
宛

の
手
紙
に
し
た
た
め
た
。こ
れ
は
三
月
八
日
付
け
で
あ
る
。パ
ジ
ェ
ッ

ト
か
ら
ピ
ー
ト
ウ
、
も
し
く
は
ロ
ウ
ド
ン
に
宛
て
ら
れ
た
手
紙
は
史

料
集
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
以
上
が
経
緯
と
補
足
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
実
際
に
こ
の
手
紙
を
利
用
し
て
、
法
案
提
出
前
の
動
向

を
探
っ
て
み
た
い
。
注
目
す
べ
き
点
は
、
売
春
統
制
シ
ス
テ
ム
の
勘

所
た
る
警
察
権
力
に
よ
る
監
督
と
、
売
春
宿
な
ど
の
登
録
制
度
に
つ

い
て
の
二
点
で
あ
る
。

ヘ
ン
リ
・
ロ
ウ
ド
ン
医
師
の
助
言

　

さ
て
、
一
八
六
二
年
三
月
四
日
付
の
、
ヘ
ン
リ
・
ロ
ウ
ド
ン
医
師

か
ら
ピ
ー
ト
ウ
へ
宛
て
ら
れ
た
手
紙
に
つ
い
て
見
て
み
る
。
ロ
ウ
ド

ン
は
、
売
春
規
制
の
反
対
者
た
ち
を
満
足
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
妥
協

点
を
模
索
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
見
解
で
あ
る
こ
と
を
断
り
つ

つ
、
多
く
の
修
正
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
修
正
点
の
中
に
は
、

医
師
ゆ
え
に
可
能
で
あ
る
見
解
も
多
い
。
た
と
え
ば
、
手
紙
の
内
容

か
ら
察
す
る
に
草
案
の
第
一
・
二
条
は
、
罹
患
し
て
い
る
売
春
婦
が

売
春
行
為
に
及
ぶ
こ
と
を
違
法
と
し
逮
捕
を
可
能
と
す
る
条
項
で
あ

る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
ロ
ウ
ド
ン
は
「
最
も
深
刻
で
あ
る
性

病
、
す
な
わ
ち
梅
毒
〔
中
略
〕
は
、〔
医
者
が
〕
慎
重
に
検
診
し
な
い

限
り
診
断
す
る
こ
と
は
難
し
」
く
、
売
春
婦
は
自
身
が
罹
患
し
て
い

る
こ
と
に
す
ら
気
付
い
て
い
な
い
可
能
性
も
あ
る
と
し
、「
こ
の
場

合
に
は
も
ち
ろ
ん
同
法
違
反
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
指
摘
し

て
い
る（

（（
（

。
し
た
が
っ
て
ロ
ウ
ド
ン
は
、「
そ
の
女
自
身
の
知
り
得
る

範
囲
で
」
と
い
う
表
現
を
挿
し
挟
む
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
し
、
罹

患
し
て
い
る
の
で
は
と
い
う
認
識
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
故
意

に
売
春
行
為
を
す
る
者
に
の
み
法
の
適
用
を
留
め
る
よ
う
に
助
言
し

て
い
る
。

　

そ
し
て
、
ロ
ウ
ド
ン
は
、
統
制
シ
ス
テ
ム
の
枢
要
で
あ
る
売
春
の

管
理
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

真
正
梅
毒
細
菌
と
、
深
刻
な
淋
病
と
、
売
春
生
活
に
起
因
す
る

が
伝
染
性
で
は
な
い
症
状
と
を
明
確
に
判
別
で
き
る
の
は
、
経

験
豊
富
な
医
師
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
紛
れ
も
な
く
以
下

の
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
か
な
る
巡

査
（C

onstable

）
に
も
第
二
条
に
あ
る
よ
う
な
裁
量
の
自
由

を
与
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

（（
（

。

こ
の
よ
う
に
、
診
断
の
難
し
さ
を
理
由
に
、
警
察
官
の
恣
意
的
な
判

断
に
よ
る
逮
捕
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
警
察
官
が
こ
の
制
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度
に
関
与
す
る
こ
と
の
危
険
性
は
、
他
の
箇
所
で
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
捜
査
の
過
程
で
警
察
官
が
虚
偽
の
情
報
を
つ
か
ま

さ
れ
た
り
す
る
可
能
性
や
、
一
方
で
警
察
官
自
身
が
法
の
規
定
を
利

用
し
て
、
特
定
の
売
春
婦
に
便
宜
を
図
っ
た
り
、
も
し
く
は
ゆ
す
り

を
は
た
ら
い
た
り
す
る
と
い
っ
た
職
権
の
濫
用
で
あ
る
。
ロ
ウ
ド
ン

に
よ
れ
ば
巡
査
（P

olice C
onstable

）
と
い
う
職
に
あ
る
も
の
は
、

彼
ら
の
社
会
層
す
な
わ
ち
労
働
者
層
の
中
で
と
り
わ
け
優
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、「〔
他
の
労
働
者
た
ち
と
〕
同
様
の
教
育
を
受
け
、

同
様
の
習
慣
を
持
つ
」
ゆ
え
に
、
特
別
な
権
力
が
与
え
ら
れ
れ
ば
恣

意
的
に
振
る
舞
う
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
警
戒
し
た
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
警
察
と
い
う
職
に
就
く
者
の
「
本
質
」
を
危
険
視

し
た
ロ
ウ
ド
ン
は
、
修
正
案
と
し
て
、
警
察
官
の
権
限
を
「
病
気
の

罹
患
が
疑
わ
れ
る
売
春
婦
を
医
師
の
下
に
連
行
す
る
」
こ
と
に
留
め

た
も
の
を
提
案
し
た
の
で
あ
っ
た（

（（
（

。

モ
ー
ト
ン
・
ピ
ー
ト
ウ
議
員
の
助
言

　

で
は
次
に
、
ピ
ー
ト
ウ
が
パ
ジ
ェ
ッ
ト
に
宛
て
た
、
三
月
八
日
付

の
手
紙
を
見
て
み
よ
う
。
ピ
ー
ト
ウ
の
助
言
内
容
は
、
ロ
ウ
ド
ン
の

意
見
を
参
考
に
し
つ
つ
、「
一
、
悪
徳
」「
二
、
必
要
性
」「
三
、
改

善
策
」
の
項
目
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
範
囲
は
、
規
制
を
お
こ

な
う
に
あ
た
っ
て
の
心
構
え
か
ら
、
売
春
宿
・
売
春
婦
へ
の
罰
則
に

つ
い
て
、
そ
し
て
法
文
に
盛
り
込
む
用
語
の
検
討
に
至
る
ま
で
、
か

な
り
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
構
成
と
内
容
、
そ
し
て
引
用
を

含
む
一
八
頁
に
も
わ
た
る
分
析
は
、
ひ
と
つ
の
論
文
の
よ
う
に
見
え

な
く
も
な
い
程
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
助
言
を
お
こ
な
う
に
あ
た
り
、

自
身
の
社
会
的
立
場
、
す
な
わ
ち
一
大
企
業
の
経
営
者
と
い
う
立
場

を
最
大
限
考
慮
し
て
、
労
働
者
た
ち
の
管
理
と
い
う
視
点
で
改
善
点

を
提
案
す
る
と
し
て
い
る（

（（
（

。
そ
し
て
、
売
春
に
つ
い
て
堂
々
と
議
論

す
る
こ
と
が
憚
ら
れ
る
と
い
う
議
会
お
よ
び
世
間
一
般
の
風
潮
を
嘆

い
て
お
り
、
パ
ジ
ェ
ッ
ト
と
の
こ
の
意
見
交
換
を
大
い
に
活
用
し
た

い
と
息
巻
い
て
い
る（

（（
（

。
そ
れ
で
は
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
本
稿
の

目
的
に
即
し
て
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　

ま
ず
注
目
に
値
す
る
の
が
、
次
の
引
用
に
見
る
よ
う
に
、
売
春
問

題
を
扱
う
上
で
、
そ
の
「
問
題
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
対
象
の

明
確
化
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

何
よ
り
も
ま
ず
慎
重
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
あ
な
た

〔
パ
ジ
ェ
ッ
ト
〕
の
お
っ
し
ゃ
る
悪
徳
（the evil

）
が
指
す
も

の
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
な
た
の
法
案
は
「
海
軍

工
廠
や
隣
接
地
域
に
お
け
る
あ
る
伝
染
病
の
蔓
延
を
防
ぐ
た
め

に
対
策
を
た
て
る
こ
と
は
、有
益
で
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。

よ
っ
て
あ
な
た
の
お
っ
し
ゃ
る
悪
徳
に
適
合
す
る
の
は
、
私
の

理
解
で
は
売
春
で
は
な
く
、
病
気
な
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
定

義
を
明
確
に
、
そ
し
て
強
く
記
す
こ
と
が
、
極
め
て
望
ま
れ
る

こ
と
と
思
わ
れ
ま
す（

（（
（

。
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「
悪
徳
」
と
訳
さ
れ
よ
う"evil"

の
第
一
義
的
な
意
味
は
「
神
の
意

に
背
く
も
の
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
が
曖
昧
で
あ
る
た
め
、
道
徳

上
芳
し
く
な
い
と
判
断
さ
れ
た
行
為
や
事
象
に
対
し
て
広
く
充
て
る

こ
と
が
で
き
る（

（（
（

。
そ
れ
ゆ
え
当
時
の
新
聞
の
投
書
欄
や
誌
面
に
現
れ

る"evil"

は
、時
と
場
合
に
よ
っ
て
「
売
春
」
と
解
釈
で
き
た
り
、「
性

病
」
と
解
釈
で
き
た
り
す
る
の
で
あ
る
が
、
ピ
ー
ト
ウ
は
売
春
制
度

の
構
築
に
お
い
て
は
こ
の
意
味
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る

と
し
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ピ
ー
ト
ウ
に
よ
れ
ば
、
売
春
に
か

ん
す
る
規
制
は
「
大
衆
の
感
情
」（the public feel

）
に
沿
う
も
の

で
あ
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
く
、
片
や
病
気
を
対
象
に
し
た
も
の
で
あ

れ
ば
、
規
制
は
可
能
で
あ
ろ
う
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る（

（（
（

。
そ
し
て

こ
れ
以
降
、
彼
は
「
売
春
」
で
は
な
く
、「
病
気
」
を
対
象
に
す
る
こ

と
を
前
提
と
し
た
数
々
の
助
言
を
お
こ
な
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

警
察
の
権
限
に
か
ん
す
る
ピ
ー
ト
ウ
の
助
言
は
、
ロ
ウ
ド
ン
の

影
響
を
う
か
が
わ
せ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
法
案
に
見
ら
れ
る

「
正
当
で
合
理
的
な
、
自
身
の
判
断
に
基
づ
い
た
」（w

ithout a 
w
arrant

）逮
捕（
令
状
を
伴
わ
な
い
逮
捕
）と
い
う
文
言
に
注
目
し
、

次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。

〔
法
案
で
〕
提
案
さ
れ
て
い
る
逮
捕
に
か
ん
し
て
、
次
の
よ
う
に

言
及
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
第
一
に
、
巡
査
に
こ
れ

ほ
ど
大
き
な
自
由
裁
量
権
（discretionary pow

er

）
を
与
え

て
し
ま
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
危
険
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す（

（（
（

。

こ
の
理
由
と
し
て
は
、
ロ
ウ
ド
ン
が
指
摘
し
た
、
罹
患
し
て
い
る
売

春
婦
を
警
察
官
が
判
断
す
る
こ
と
の
難
し
さ
や
、
警
察
官
に
よ
る
職

権
乱
用
の
恐
れ
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
警
察

官
の
過
度
の
介
入
は
、
兵
士
に
罹
患
報
告
を
義
務
付
け
る
こ
と
や
、

売
春
宿
の
経
営
者
に
売
春
婦
の
健
康
管
理
を
奨
励
す
る
こ
と
で
和
ら

げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た（

（（
（

。

　

そ
し
て
ピ
ー
ト
ウ
は
、
売
春
規
制
の
要
と
な
る
売
春
宿
や
売
春
婦

の
登
録
に
つ
い
て
は
、
外
の
国
を
意
識
し
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

我
々
〔
イ
ギ
リ
ス
〕
と
同
様
に
、
最
大
限
の
寛
容
〔
売
春
行
為
〕

が
普
及
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ハ
ン
ブ

ル
ク
そ
し
て
そ
の
他
の
諸
国
家
に
お
い
て
、
売
春
に
か
ん
し
て

言
え
ば
、
対
策
は
病
気
の
広
が
り
を
防
ぐ
た
め
に
と
ら
れ
て
お

り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
伝
染
病
が
頻
発
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
売
春
宿
（houses

）
は
認
定
を
受
け
（licensed

）、
警
察

と
医
学
の
監
督
下
に
お
か
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
対
策
は
、
お

そ
ら
く
こ
こ
〔
イ
ギ
リ
ス
〕
に
お
い
て
は
不
評
を
買
う
こ
と
に

な
り
ま
し
ょ
う
。
わ
た
し
は
、
決
し
て
そ
の
採
用
を
推
奨
し
ま

せ
ん（

（（
（

。

ピ
ー
ト
ウ
は
こ
の
よ
う
に
、
大
陸
諸
国
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
売
春

管
理
シ
ス
テ
ム
の
採
用
を
拒
絶
す
る
の
で
あ
っ
た
。
草
案
が
残
さ
れ
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て
い
な
い
以
上
、
パ
ジ
ェ
ッ
ト
の
提
案
し
た
制
度
が
、
フ
ラ
ン
ス
で

実
践
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
売
春
管
理
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
目
指
し
た

も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
断
定
で
き
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も

彼
の
草
案
は
、
ロ
ウ
ド
ン
、
ピ
ー
ト
ウ
に
よ
る
大
幅
な
修
正
を
要
す

る
程
の
、
売
春
そ
れ
自
体
に
踏
み
込
み
か
ね
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と

は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
彼
ら
の

や
り
取
り
は
、
そ
の
売
春
へ
の
取
り
締
ま
り
と
い
う
方
向
性
を
転
換

さ
せ
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

伝
染
病
法
と
「
臣
民
の
自
由
」

　

一
八
六
四
年
に
制
定
さ
れ
た
伝
染
病
法
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て

き
た
助
言
を
お
お
よ
そ
踏
ま
え
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
売

春
婦
を
特
定
し
病
院
で
の
検
診
を
命
じ
る
ま
で
の
工
程
か
ら
、
極
端

と
も
言
え
る
ほ
ど
に
下
級
の
警
察
官
の
関
与
が
排
除
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
、
象
徴
的
で
あ
る
。
そ
し
て
売
春
宿
・
売
春
婦
の
登
録
も
制
度

化
さ
れ
な
か
っ
た（

（（
（

。

　

で
は
、
伝
染
病
法
の
草
案
に
こ
の
よ
う
な
修
正
を
迫
る
も
の
は
何

だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
ピ
ー
ト
ウ
の
手
紙
の
次
の
文
面
に
表
れ
て

い
る
。こ

こ
に
あ
る
唯
一
の
問
題
は
、
必
要
性
な
の
で
あ
り
ま
す
。
無

分
別
な
性
行
為
か
ら
発
生
す
る
あ
る
種
の
伝
染
病
に
つ
い
て
、

法
制
化
す
る
た
め
の
『
必
要
性
』
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

し
て
も
し
、
そ
の
よ
う
な
必
要
性
が
あ
っ
た
と
し
て
、
法
制
化

に
よ
っ
て
、
臣
民
の
自
由
（the liberty of the subject

）
へ

の
不
当
な
干
渉
な
し
に
、
一
般
市
民
の
利
益
と
い
う
点
を
促
進

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
あ
な
た
と
の

や
り
取
り
の
中
で
こ
の
よ
う
な
問
題
が
浮
上
し
て
き
ま
し
た
の

で
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す（

（（
（

。

さ
ら
に
、
市
民
を
病
気
か
ら
保
護
す
る
こ
と
と
、
市
民
の
自
由
を
保

障
す
る
こ
と
と
の
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
対
策
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、〔
伝

染
病
に
対
す
る
〕
完
璧
な
ま
で
の
市
民
の
保
護
よ
り
も
、
市
民

の
自
由
（the public liberty

）
に
干
渉
し
な
い
よ
う
最
大
限

の
注
意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う（

（（
（

。

　

こ
の
「
臣
民
の
自
由
」
に
表
さ
れ
る
自
由
主
義
的
な
理
念
は
、
イ

ギ
リ
ス
の
売
春
統
制
シ
ス
テ
ム
構
築
の
際
に
、
重
要
な
位
置
を
占
め

て
い
た
と
言
え
よ
う
。た
と
え
梅
毒
の
根
源
と
喧
伝
さ
れ
よ
う
と
も
、

国
家
の
経
済
的
・
人
的
損
害
の
一
因
と
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
し
て
社

会
悪
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
人
々
の
中
に
共
有
さ
れ
て
い
よ
う
と
も
、

売
春
に
対
し
て
国
家
が
ほ
し
い
ま
ま
に
介
入
す
る
こ
と
は
叶
わ
ず
、

「
臣
民
の
自
由
」と
い
う
通
過
点
を
必
ず
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。そ
し
て
こ
れ
を
通
過
し
た
売
春
統
制
シ
ス
テ
ム
案
は
、

売
春
そ
の
も
の
で
は
な
く
病
気
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
売
春
婦
の
活
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動
に
影
響
を
与
え
る
、
伝
染
病
法
へ
と
変
容
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、一
八
五
七
年
の
陸
軍
衛
生
委
員
会
以
降
の
「
問
題
化
」

を
背
景
に
形
成
さ
れ
た
伝
染
病
法
案
は
、
し
か
る
べ
き
通
過
点
を
経

て
、
公
衆
衛
生
の
高
ま
り
や
厳
し
い
軍
事
財
政
を
背
景
に
、
静
か
に

両
院
を
通
過
し
た
の
で
あ
っ
た（

（（
（

。

注（１
）
以
下
の
議
事
録
の
索
引
の
う
ち
、"C

ontagious D
iseases B

ill"

を
参
照
。Parliam

entary D
ebates, 3

rd series, vol. 175.

（
２
）C

ontagious D
iseases Prevention A

ct, 1864, 27
and 28

V
ict., 

C
h. 85.

（
３
）
伝
染
病
法
は
限
時
法
で
あ
り
、
一
八
六
六
年
、
一
八
六
九
年
の

二
度
（
一
八
六
八
年
は
用
語
の
定
義
の
修
正
）
に
わ
た
り
改
正
さ

れ
て
い
る
（C

ontagious D
iseases A

ct, 1866, 29
V

ict., C
h. 35; 

C
ontagious D

iseases A
ct, 1869, 32

and 33
V

ict., C
h.96

）。
改

正
の
際
に
は
様
々
な
修
正
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で

は
一
八
六
四
年
の
制
定
ま
で
を
扱
う
の
で
、
こ
こ
で
の
説
明
は

一
八
六
四
年
の
法
律
の
条
項
に
沿
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
以
降
、「
伝
染
病
法
」
と
表
記
し
た
場
合
、
特
に
断
ら
な
い
限
り

一
八
六
四
年
の
も
の
を
指
す
。
ま
た
、
改
正
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、

田
村
俊
行
「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
イ
ギ
リ
ス
の
規
制
売
春
と
反
対
運
動

―

一
八
七
〇
年
の
下
院
に
お
け
る
論
戦
か
ら―

」『
立
教
史
学
』
創
刊

号
、
二
〇
一
〇
年
、
一
五―

二
八
頁
を
参
照
。

（
４
）
主
著
のJudith R. W

alkow
itz, Prostitution and V

ictorian society: 

w
om

en, class and the state, C
am

bridge: C
am

bridge U
niversity 

Press, 1980

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
邦

訳
も
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
術
語
な
ど
に
つ
い
て
は
原
著
を
参
照
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
近
々
三
作
目
と
な
る
、N

ights O
ut: Life in 

C
osm

opolitan London, Yale U
niversity Press, M

ar. 2012

が
出

版
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

（
５
）
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
（
渡
辺
守
章
訳
）『
性
の
歴
史
Ⅰ　

知
へ
の

意
志
』
新
潮
社
、一
九
八
六
年
。
フ
ー
コ
ー
と
性
科
学
（sexology

）、

相
互
作
用
派
（interactionist

）
や
精
神
分
析
な
ど
の
関
係
に
つ
い

て
は
、Jeffrey W

eeks, Sex, politics &
 society: the regulation of 

sexuality since 1800, 2nd ed., London: Longm
an, 1989

の
特
に

第
一
章
を
参
照
。
ま
た
、
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ウ
ィ
ー
ク
ス
（
上
野
千
鶴

子
監
訳
）『
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
六
年
も

参
照
。

（
６
）
た
と
え
ば
、
少
女
の
性
交
渉
承
諾
年
齢
（age of consent

）
の
改

正
を
求
め
る
一
八
八
〇
年
代
の
運
動
に
は
、
伝
染
病
法
制
定
後
の
一

連
の
動
き
の
中
で
若
者
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
へ
の
関
心
の
あ
り
方

が
変
容
し
て
い
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
（W

alkow
itz, 

op. cit., pp. 246-252

）。

（
７
）
ヘ
ン
リ
ー
・
メ
イ
ヒ
ュ
ー
（
松
村
昌
家
、
新
野
緑
編
訳
）『
ヴ
ィ
ク

ト
リ
ア
朝
ロ
ン
ド
ン
の
下
層
社
会
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
九

年
、
第
四
、一
一
章
参
照
。
ま
た
、
当
時
の
ヨ
ー
ク
の
売
春
に
つ

い
て
、
主
に
経
済
的
な
面
を
取
り
上
げ
て
論
じ
た
も
の
に
以
下
の

研
究
が
あ
る
。Frances Finnegan, Poverty and prostitution: a 

study of V
ictorian prostitutes in York, C

am
bridge: C

am
bridge 

U
niversity Press, 1979.

（
８
）
種
々
の
法
律
の
条
文
の
中
に
時
お
り
現
れ
る
「
公
共
の
売
春
婦
」
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（com
m

on prostitute

）
と
は
、公
道
で
男
性
を
誘
惑
（solicitation

）

す
る
女
性
の
こ
と
を
指
し
、
そ
の
意
味
す
る
も
の
は
曖
昧
に
な
ら
ざ

る
を
え
な
い
（W

alkow
itz, op. cit., p.14

）。

（
９
）
村
岡
健
次
、
木
畑
洋
一
編
『
世
界
歴
史
大
系　

イ
ギ
リ
ス
史　

３
』

山
川
出
版
社
、
一
九
九
一
年
、
第
三
章
。
ま
た
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争

終
結
を
起
点
と
し
、「
模
索
の
時
代
」
と
も
表
さ
れ
る
（
近
藤
和
彦
編

『
イ
ギ
リ
ス
史
研
究
入
門
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
、
第
六
章
）。

（
10
）Ibid., pp. 74-76. 
陸
軍
改
革
に
お
け
る
人
道
主
義
に
つ
い
て
は
、

Peter B
urroughs, 'A

n unreform
ed arm

y? 1815-1868', in D
avid 

C
handler &

 Ian B
eckett

（eds.
）, T

he O
xford illustrated history 

of the B
ritish arm

y, O
xford: O

xford U
niversity Press, 1994

を

参
照
。

（
11
）
た
と
え
ばFinnegan, op. cit.; W

alkow
itz, op. cit.; 

バ
ー
ン
＆
ボ

ニ
ー
・
ブ
ー
ロ
ー
（
香
川
檀
ほ
か
訳
）『
売
春
の
社
会
史　

古
代
オ
リ

エ
ン
ト
か
ら
現
代
ま
で
』筑
摩
書
房
、一
九
九
一
年; 
荻
野
美
穂『
ジ
ェ

ン
ダ
ー
化
さ
れ
る
身
体
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
二
年
。

（
12
）Vagrancy A

ct, 1824, 5G
eo. IV, C

h. 83.

（
13
）M

etropolitan Police A
ct, 1839, 2

and 3
V

ict., C
h. 47. 

こ
れ
は
、

い
わ
ゆ
る
「
新
警
察
」
創
設
の
際
の
首
都
警
察
法
（M

etropolitan 
Police A

ct, 1829, 10
G

eo. IV, C
h.

44

）
で
は
な
く
、
州
警
察
法

（C
ounty Police A

ct,2 and
3 V

ict., C
h.

93

）
で
も
な
い
。
紛
ら
わ

し
い
た
め
注
記
し
て
お
く
。

（
14
）Tow

n Police C
lauses A

ct, 1847, 10
and 11

V
ict., C

h. 89.

（
15
）Julia A
. Laite, 'Taking N

ellie Johnson's fingerprints: prostitutes 
and legal identity in early tw

entieth-century London', H
istory 

W
orkshop Journal, vol. 65, 2008, pp. 98, 99.

（
16
）Vagrancy A

ct, section 3-5.

（
17
）M

etropolitan Police A
ct, section 54.

（
18
）Tow
n Police C

lauses A
ct, section 29.

（
19
）Laite, op. cit., p. 99.

（
20
）Paula B

artley, Prostitution: prevention and reform
 in E

ngland, 
1860-1914, London: R

outledge, 2000, pp. 161-167. 

ま
た
、
ロ

ン
ド
ン
郊
外
の
キ
ュ
ー
の
公
文
書
館
に
収
め
ら
れ
て
い
る
内
務
省
文
書

（H
O

 45/6628

）
か
ら
も
、
こ
れ
ら
の
法
律
と
温
情
的
な
判
決
、
さ

ら
に
は
売
春
婦
に
対
す
る
警
察
の
無
関
心
な
ど
も
う
か
が
え
る
の
で

あ
る
。

（
21
）
も
ち
ろ
ん
、
売
春
婦
へ
の
介
入
は
公
的
機
関
に
よ
る
も
の
ば
か
り

で
は
な
か
っ
た
。
売
春
婦
の
更
生
を
目
的
と
す
る
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
団

体
も
あ
り
、
ま
た
、
大
学
が
売
春
婦
に
介
入
す
る
権
限
を
有
す
る

こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、B

artley, op. cit.; Philip 
H

ow
ell, 'A

 private C
ontagious D

iseases A
cts: prostitution and 

public space in V
ictorian C

am
bridge', Journal of H

istorical 
G

eography, vol. 26, 2000, pp. 376-402 

を
参
照
。

（
22
）
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
ア
ラ
ン
・
コ
ル
バ
ン
（
杉
村
和
子
監
訳
）

『
娼
婦
』
藤
原
書
店
、
一
九
九
一
年
を
参
照
。

（
23
）T

im
es, 31

A
ug. 1863; 'T

he street plague', 4
Sept. 1863.

（
24
）B

urroughs, op. cit., pp. 164, 176.

（
25
）W

alkow
itz, op. cit., pp. 73-77.

（
26
）Finnegan, op. cit., pp. 145-149.

（
27
）B

urroughs, op. cit., p. 170.
（
28
）
し
か
し
こ
の
こ
と
が
、「
ラ
ン
プ
の
貴
婦
人
」
を
生
み
だ
し
、
の

ち
の
陸
軍
行
政
改
革
に
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
（Florence N

ightingale, 
1820-1910

）
が
深
く
関
わ
る
き
っ
か
け
を
作
っ
た
と
も
言
え
る
の
で

あ
る
（
セ
シ
ル
・
ウ
ー
ダ
ム
＝
ス
ミ
ス
（
武
山
満
智
子
ほ
か
訳
）『
フ
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史
苑
（
第
七
二
巻
第
二
号
）

ロ
レ
ン
ス
・
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
の
生
涯　

上
』
現
代
社
、一
九
八
一
年
、

三
五
三―

三
五
六
頁
。

（
29
）
エ
イ
ザ
・
ブ
リ
ッ
グ
ズ
（
村
岡
健
次
、
河
村
貞
枝
訳
）『
ヴ
ィ
ク

ト
リ
ア
朝
の
人
び
と
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
八
年
、
九
九―

一
〇
一
頁
。

（
30
）
こ
こ
で
言
う
環
境
決
定
論
と
は
た
と
え
ば
、「
下
層
労
働
者
た
ち

は
生
来
的
に
怠
惰
で
あ
る
」
と
い
っ
た
本
質
主
義
に
依
存
し
て
方
針

を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
当
該
人
物
の
置
か
れ
て
い
る
生
活
環
境

を
よ
り
重
視
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
理
論
に
し
た
が
え
ば
、
怠
惰

で
、
飲
酒
や
性
的
放
蕩
に
耽
る
よ
う
な
人
物
で
あ
れ
、
環
境
を
整
え

る
こ
と
で
真
っ
当
な
人
物
に
育
て
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

（W
alkow

itz, op. cit., p.73

）。
一
九
世
紀
中
葉
の
陸
軍
改
革
の
中
で

は
主
に
、
兵
舎
の
計
画
的
設
計
や
知
的
娯
楽
施
設
の
提
供
と
い
っ
た

方
針
の
中
に
環
境
決
定
論
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
環
境
決
定
論
は
、

再
教
育
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
生
来
的
な
」
本
質
を
「
適
切
な
」

方
向
性
に
矯
正
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
質
主
義
的

見
解
か
ら
必
ず
し
も
脱
却
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

（
31
）Report of the com

m
issioners appointed to inquire into the regulations 

affecting the sanitary condition of the arm
y, the organization of 

m
ilitary hospitals, and the treatm

ent of the sick and w
ounded; 

w
ith evidence and appendix, London: H

.M
.S.O

., 1858. 

（
32
）Ibid., pp. iii-v.

（
33
）Ibid., p. xiii.

（
34
）Ibid., p. xv. 

引
用
中
の
〔　

〕
は
筆
者
に
よ
る
補
足
。
こ
れ
よ
り

以
下
も
同
様
。

（
35
）Ibid., pp. lxxvi-lxxxii. 

報
告
書
に
は
、
王
立
委
員
会
が
お
こ
な
っ

た
聞
き
取
り
調
査
の
記
録
（m

inutes of evidence

）
が
添
付
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
至
る
と
こ
ろ
に
兵
士
と
性
病
の
問
題
へ
の
言

及
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
（Ibid., pp. 60, 62, 141, 156, 217, 225, 

239, 294, 295

）。

（
36
）
一
九
世
紀
の
前
半
に
お
い
て
、
売
春
に
か
ん
す
る
ど
の
よ
う
な

著
作
が
出
版
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス

タ
ー
・
レ
ヴ
ュ
ー
』（W

estm
inster R

eview

）
に
書
か
れ
た
グ
レ
ッ

グ
の
記
事
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
（W

. R
. G

reg[probably], 
'P

rostitution', W
estm

inster R
eview

, vol. 53, July 1850, pp. 
448-506

）。

（
37
）
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
以
前
に
も
兵
士
の
性
病
問
題
は
主
に

軍
医
な
ど
の
あ
い
だ
で
問
題
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
た
が
、
兵
士
の

怠
惰
な
本
質
と
い
う
観
点
が
、
包
括
的
な
対
策
に
乗
り
出
す
の
を
遅

ら
せ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
軍
の
組
織
的
な
問
題
も
遅
滞

の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
（B

urroughs, op. cit., pp. 169, 170

）。

（
38
）W

O
 33/12: R

eport of the com
m

ittee upon venereal disease 
in arm

y and navy, 1862, N
ational A

rchives, K
ew

. 

以
下
、W

O
 

33/12

と
略
記
。

（
39
）
ホ
イ
ッ
ト
ブ
レ
ッ
ド
家
は
一
八
世
紀
か
ら
代
々
政
治
家
を
輩
出
し

て
い
る
家
柄
で
あ
り
、
二
代
目
の
ホ
イ
ッ
ト
ブ
レ
ッ
ド
（Sam

uel 
W

hitbread, 1764-1815

）
は
フ
ォ
ッ
ク
ス
（C

harles Jam
es Fox, 

1749-1806

）
と
親
交
が
深
か
っ
た
。
そ
の
孫
の
、
こ
こ
で
取
り
上
げ

て
い
る
四
代
目
ホ
イ
ッ
ト
ブ
レ
ッ
ド
は
議
会
よ
り
も
地
元
で
の
活
動

に
精
力
的
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
は
刑
期
を
終
え
た
囚
人
の
社
会
復
帰

支
援
活
動
か
ら
地
域
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
ま
た
、

彼
の
祖
父
の
代
か
ら
続
く
ビ
ー
ル
醸
造
会
社
は
、
今
や
ホ
テ
ル
の
プ

レ
ミ
ア
・
イ
ン
や
コ
ー
ヒ
ー
シ
ョ
ッ
プ
の
コ
ス
タ
な
ど
を
所
有
す
る

企
業
に
ま
で
成
長
し
て
い
る
（http://w

w
w

.w
hitbread.co.uk

）。
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ホ
イ
ッ
ト
ブ
レ
ッ
ド
に
つ
い
て
は
、O

xford D
ictionary of N

ational 
B

iography, "Sam
uel W

h
itbread"

（1720-1796

）, "Sam
uel 

W
hitbread"

（1764-1815

）（
以
下O

D
N

B

と
略
記
）; B

ritish 
M

edical Journal, 16
July 1898, p. 140; T

im
es, 27, 28

D
ec. 1915

（
以
下
、B

M
J

と
略
記
）
を
参
照
。

（
40
）
一
八
五
五
年
に
海
軍
医
務
局
総
監
（D

irector-G
eneral of the 

M
edical D

epartm
ent of the R

oyal N
avy

）
に
任
命
さ
れ
た
リ
デ

ル
は
、
疫
学
や
衛
生
学
へ
の
関
心
が
強
く
、
学
会
な
ど
で
は
病
院
に

お
け
る
換
気
（ventilation
）
の
重
要
性
を
訴
え
て
い
た
。
軍
医
の

質
と
専
門
性
の
向
上
に
つ
い
て
も
強
く
訴
え
、
病
気
ご
と
の
専
門
病

院
の
設
立
を
推
奨
し
た
。
ク
リ
ミ
ア
戦
争
後
の
医
務
局
は
、
旧
制

度
の
改
革
を
主
張
す
る
人
物
が
多
く
総
監
に
な
っ
て
い
る
が
、
リ

デ
ル
も
そ
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
と
言
え
る
。
リ
デ
ル
に
つ
い
て

は
、O

D
N

B
, "Sir John Liddell"; B

M
J, 9

July 1842, pp. 273, 274; 
31

D
ec. 1842, p. 278; 25M

ar. 1853, p. 263; 4
June 1859, p. 451; 

28
July 1860, pp. 582-584 

を
参
照
。

（
41
）
ロ
ー
ガ
ン
は
ク
リ
ミ
ア
戦
争
で
活
躍
し
た
外
科
医
で
あ
り
、

一
八
六
七
年
に
は
陸
軍
医
務
局
総
監
（D

irector-G
eneral of the 

A
rm

y M
edical D

epartm
ent

）
と
な
り
、
そ
の
就
任
前
か
ら
改

革
者
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
た
。
ロ
ー
ガ
ン
に
つ
い
て
は
、B

M
J, 

6
A

pr. 1867, p.389; 11
A

pr. 1874, p. 500; 12
M

ay 1883, p. 936; 
20

June 1896, p. 1536 

を
参
照
。

（
42
）
こ
の
当
時
ポ
ク
リ
ン
ト
ン
は
陸
軍
主
計
副
総
監
（D

eputy 
Q

uarterm
aster-G

eneral

）
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
士
官
学
校
の

責
任
者
で
あ
る
陸
軍
教
育
総
監
（D

irector-G
eneral of M

ilitary 
E

ducation

）
に
任
命
さ
れ
た
。
ポ
ク
リ
ン
ト
ン
に
つ
い
て
は
、

T
im

es, 10
July; London G

azette, 17
Jan. 1865 

を
参
照
。

（
43
）
劇
作
家
と
し
て
新
聞
や
雑
誌
な
ど
に
記
事
を
投
稿
し
て
い
た
テ
イ

ラ
ー
は
、
一
方
で
衛
生
の
分
野
で
も
活
躍
し
、
一
八
五
四
年
か
ら
保

健
局
（B

oard of H
ealth

）
に
所
属
し
て
い
た
。
テ
イ
ラ
ー
に
つ
い

て
は
、O

D
N

B
, "Tom

 Taylor"; B
M

J, 9
Sept. 1871, pp. 309, 310; 

21
A

ug. 1880, p. 290; Punch, 24
July 1880 

を
参
照
。

（
44
）
ポ
ー
ツ
マ
ス
（Portsm

outh

）、デ
ヴ
ォ
ン
ポ
ー
ト
（D

evonport

）、

ウ
リ
ッ
ジ
（W

oolw
ich

）、
チ
ャ
タ
ム
（C

hatham

）、
シ
ョ
ー
ン
ク

リ
フ
（Shorncliffe

）、
オ
ー
ル
ダ
シ
ョ
ッ
ト
（A

ldershot

）、
ア
バ

デ
ィ
ー
ン
（A

berdeen

）、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
（E

dinburgh

）、
ス
タ
ー

リ
ン
グ
（Stirling

）、
カ
ラ
（C

urragh and N
ew

bridge

）、
コ
ー

ク
（C

ork

）。
た
だ
し
、
コ
ー
ク
の
回
答
に
は
欠
落
が
多
い
。
ま
た
、

こ
れ
と
は
別
に
、
当
時
イ
ギ
リ
ス
の
支
配
下
に
あ
っ
た
マ
ル
タ
島
に

つ
い
て
も
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
こ
で
は
売
春
に
か
ん
す
る
制

度
が
実
施
さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
方
法
と
効
果
に
つ
い
て
の
回
答

を
得
て
い
る
。

（
45
）W

O
 33/12, pp. 7-14.

（
46
）Ibid., pp. 20-22. 

た
と
え
ば
、
売
春
婦
は
病
院
へ
行
き
、
性
病
の

検
診
を
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
自
発
的
な
行
為
で
あ
る
の

か
、
な
ど
で
あ
る
。

（
47
）Ibid., p.7.

（
48
）
以
下
の
七
地
域
で
あ
る
。
デ
ヴ
ォ
ン
ポ
ー
ト
、
ウ
リ
ッ
ジ
、
チ
ャ

タ
ム
、
シ
ョ
ー
ン
ク
リ
フ
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
、
カ

ラ
（Ibid., pp. 10,11

）。

（
49
）
た
と
え
ば
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
、
オ
ー
ル
ダ
シ
ョ
ッ
ト
、
ア
バ
デ
ィ
ー

ン
（Ibid.

）。

（
50
）
ポ
ー
ツ
マ
ス
の
指
揮
官
は
、
質
問
項
目
の
「
提
案
」
で
は
売
春
管

理
に
触
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
以
外
の
箇
所
で
兵
士
の
管
理
の
必
要
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史
苑
（
第
七
二
巻
第
二
号
）

性
な
ど
に
触
れ
て
い
る
（Ibid., pp. 7, 8,10

）。

（
51
）Ibid., p. 1.

（
52
）Ibid., p. 2.

（
53
）Ibid., p. 3.

（
54
）
こ
の
植
民
地
と
は
、
マ
ル
タ
と
香
港
で
あ
る
（Ibid., pp. 2,3

）。 

ま
た
こ
の
よ
う
な
主
張
か
ら
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
を
他
者
と
す
る

こ
と
で
イ
ギ
リ
ス
を
相
対
化
し
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
英
国
性
を

唱
え
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。「
フ
ラ
ン
ス
方
式
」
と
い

う
用
語
の
使
用
も
、
そ
の
観
点
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
55
）Ibid. 

そ
し
て
、
あ
わ
よ
く
ば
定
期
検
診
（periodical m

edical 
inspection

）
の
勧
誘
も
お
こ
な
い
た
い
と
し
て
い
る
。

（
56
）Ibid., p. 4.

（
57
）Ibid.

（
58
）Ibid.

（
59
）
フ
ロ
レ
ン
ス
・
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
が
こ
の
委
員
会
の
創
設
に
関
与

し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
（W

alkow
itz, op. cit., pp. 75, 76; 

ウ
ー

ダ
ム
＝
ス
ミ
ス
、
前
掲
書
、
一
二
九―

一
三
一
頁
）。

（
60
）W

O
 33/12, p. 5.

（
61
）Ibid.

（
62
）
た
と
え
ば
、
巡
査
に
は
売
春
婦
を
特
定
す
る
権
限
は
与
え
ら
れ
ず
、

そ
の
特
定
は
市
民
か
ら
の
情
報
提
供
に
一
任
さ
れ
て
い
る
。
関
係
書

類
の
発
行
も
、警
部
（Inspector

）
が
お
こ
な
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

売
春
婦
と
疑
わ
れ
た
女
に
巡
査
が
接
触
で
き
る
の
は
、
治
安
判
事
か

ら
の
書
類
を
送
達
す
る
時
と
、
女
を
病
院
に
連
行
す
る
時
だ
け
な
の

で
あ
る
（C

ontagious D
iseases A

ct, section, 11-15

）。

（
63
）
パ
ジ
ェ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
以
下
。O

D
N

B
, "Lord C

larence 
E

dw
ard Paget".

（
64
）
ド
イ
ツ
は
フ
ラ
ン
ス
と
並
び
称
さ
れ
る
ほ
ど
一
九
世
紀
当
時
、
売

春
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
た
国
で
あ
り
、
性
病
の
研
究
も
進
ん
で

い
た
。
ド
イ
ツ
の
売
春
規
制
に
つ
い
て
は
、
ブ
ー
ロ
ー
、
前
掲
書
、

三
〇
二―

三
〇
七
頁
を
参
照
。
そ
の
ほ
か
に
、
一
九
世
紀
末
か
ら
ヒ

ト
ラ
ー
時
代
ま
で
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
、
川
越
修
『
性
に
病
む
社

会　

ド
イ
ツ　

あ
る
近
代
の
軌
跡
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
五
年
が

あ
る
。
ち
な
み
に
、性
病
治
療
の
研
究
で
知
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ス
の
フ
ィ

リ
ッ
プ
・
リ
コ
ー
ル
（Philippe R

icord, 1800-1889

）
が
、
そ
の

研
究
成
果
で
あ
る
『
性
病
に
つ
い
て
の
検
疫
論
』
を
出
版
し
た
の
は

一
八
三
八
年
の
こ
と
で
あ
る
。

（
65
）
一
八
四
七
年
に
も
同
選
挙
区
か
ら
選
出
さ
れ
て
お
り
、
五
年
間
議

席
を
保
持
し
て
い
た
。

（
66
）
ピ
ー
ト
ウ
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。O

D
N

B
, "Sir 

（Sam
uel

） 
M

orton Peto, first baronet".

（
67
）A

D
M

 7/623: Venereal D
isease C

ase N
 162, 1864, N

ational 
A

rchives, K
ew

. 

こ
こ
に
は
、
一
八
六
四
年
の
伝
染
病
法
に
か
ん
す

る
書
簡
や
未
刊
行
報
告
書
、
刊
行
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。
以
下
こ
の
史
料
集
をA

D
M

 7/623

と
略
記
。
な
お
、
今

回
利
用
す
る
手
紙
に
は
い
ず
れ
も
頁
数
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
典

拠
の
際
に
は
あ
わ
せ
て
こ
れ
を
記
す
。

（
68
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
ピ
ー
ト
ウ
が
そ
の
手
紙
の
中
で
言
及
し
て
い
る

（A
D

M
 7/623: Letter from

 Peto to Paget, 8
M

ar. 1864, p.1

）。

た
だ
し
、
そ
の
草
案
自
体
は
こ
の
史
料
集
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。

（
69
）Parliam

entary D
ebates, 3

rd series, vol. 169, 16M
ar. 1863, pp. 

1544, 1545; vol. 173, 25Feb. 1864, pp. 1142-1144.

（
70
）
ロ
ウ
ド
ン
に
つ
い
て
は
、Royal M

edical and C
hirurgical Society 

of London
（ed.

）, M
edico-C

hirurgical T
ransactions, 2

nd 
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一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
売
春
統
制
（
田
村
）

series, vol. 14, London: Longm
an, 1849; London G

azette, 
14

June 1867 

を
参
照
。

（
71
）A

D
M

 7/623: Letter from
 R

ow
don to Peto, p. 2.

（
72
）Ibid., p. 3.

（
73
）Ibid., pp. 3-4.

（
74
）Ibid., p. 5.

（
75
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
面
が
も
っ
と
も
よ
く
彼
の
助
言
の

性
格
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
軍
に
雇
わ
れ
て
い
る
者
と

い
う
観
点
か
ら
言
え
ば
、
兵
士
の
時
間
と
業
務
と
は
当
然
、
国
家
の

た
め
の
も
の
で
あ
り
、
国
家
に
報
い
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」「
し
た

が
っ
て
国
家
は
兵
士
に
対
し
て
、〔
中
略
〕
健
康
な
状
態
、
す
な
わ
ち

軍
務
に
適
し
た
状
態
を
強
制
す
る
権
利
を
有
す
る
」「
我
々
は
国
家

に
奉
仕
す
る
男
性
た
ち
を
保
護
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」（A

D
M

 
7/623: Letter from

 Peto to Paget, pp. 8,17
）。

（
76
）Ibid., p. 2.

（
77
）Ibid., p. 3. 

引
用
に
あ
る
傍
線
は
、
原
文
の
下
線
。
以
下
同
じ
。

（
78
）O

xford E
nglish D

ictionary, "evil".

（
79
）
こ
の
よ
う
な
判
断
の
背
景
に
は
、
伝
染
病
（
性
病
で
は
な
い
）
の

拡
散
防
止
の
観
点
か
ら
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
強
制
し
た
法
律（C

om
m

on 
Lodging H

ouse A
ct, 16

and 17V
ict., C

h.41

） 

が
あ
っ
た
（A

D
M

 
7/623: Letter from

 Peto to Paget, pp. 3,4

）。 

（
80
）Ibid., p. 10.

（
81
）Ibid., p. 11. 

ピ
ー
ト
ウ
は
こ
の
助
言
を
す
る
に
あ
た
り
、
性
病
委

員
会
の
報
告
書
を
参
照
し
て
い
る
。

（
82
）Ibid., p. 14.

（
83
）
た
だ
し
、
性
病
に
罹
患
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
売
春
を

さ
せ
て
い
た
売
春
宿
の
経
営
者
に
対
す
る
罰
則
は
設
け
ら
れ
た

（C
ontagious D

iseases A
ct, section

18

）。

（
84
）A

D
M

 7/623: Letter from
 Peto to Paget, p. 4. 

二
重
鉤
括
弧
は

原
文
で
は
ダ
ブ
ル
ク
オ
テ
ー
シ
ョ
ン
。

（
85
）Ibid., p. 10.

（
86
）
こ
の
伝
染
病
法
が
こ
の
の
ち
に
大
き
な
波
乱
を
巻
き
起
こ
し
た
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
冒
頭
で
簡
単
に
触
れ
た
。
こ
の
動
き
を
追
っ

た
も
の
と
し
て
、
ウ
ォ
ー
コ
ウ
ィ
ッ
ツ
の
研
究
の
ほ
か
に
以
下
の
も

の
が
あ
る
。Paul M

cH
ugh, Prostitution and V

ictorian social 
reform

, London: C
room

 H
elm

, 1980.
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本
学
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学
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学
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科
史
学
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課
程
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）


