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造
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芸
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と
し
て
、
調
和
の
世
界
を
彫
り
上
げ

よ
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昇
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さ
せ
よ
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と
繰
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し
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、
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っ
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「
活
物
窮
理
」
と
は
生
体
に
つ
い
て
研
究
・
探
究
す
る

こ
と
で
あ
る
。
世
界
の
近
代
外
科
の
先
駆
と
な
っ
た

華
岡
青
洲
は
、
「
活
物
窮
理
』
を
外
科
医
と
し
て
の
生

命
を
か
け
た
信
条
と
し
た
。

②
百
鯵
図
は
、
杉
田
玄
白
が
六
十
歳
の
誕
生
日
に
仕
上

げ
た
も
の
で
、
繊
細
華
麗
に
描
か
れ
て
い
る
。
製
作

は
技
術
の
粋
を
尽
し
独
自
の
手
法
に
よ
り
復
元
、
仕

上
げ
部
分
は
手
猫
き
に
よ
る
。
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般

講

演

解
体
新
書
以
前
に
翻
訳
、
出
版
さ
れ
た

西
洋
解
剖
書

酒
井

ン

ツ

第
日
回
蘭
学
資
料
研
究
大
会

(
昭
和
必
年
)

で
「
和
蘭
全
艦
内
外

分
合
図
」
と
原
本
の

出
口
良

ヨ
5
8
8m
g
o
m円右
E
ng

を
比
較

し
て
そ
の
所
見
を
発
表
し
た
。

乙
の
時
、
前
者
が
本
木
良
意
に
よ
っ

て
訳
さ
れ
た
時
期
を
稲
葉
美
濃
守
正
則
が
乙
の
原
本
と
お
ぼ
し
き
解

剖
書
を
入
手
し
た
一
六
七
三
年

(
延
宝
元
年
)

か
ら
遠
く
な
い
時
期

だ
ろ
う
と
推
定
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
沼
田
次
郎
氏
が
福
岡
市
在
住

の
原
三
信
氏
の
家
に
伝
わ
る
解
剖
図
が
題
祭
は
な
い
が
、

「
和
蘭
全

躯
内
外
分
合
図
」
の
刊
本
以
前
の
も
の
で
あ
る
乙
と
を
教
示
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
そ
れ
を
見
る
機
会
を
得
た
。
そ
れ
に
は
「
貞
享
四
年
九
月

吉
田

阿
蘭
陀
的
伝
大
外
科
医

つ
ま
り
一
六

原
三
信
」
と
あ
る
。

八
七
年

(
貞
享
四
年
)

に
は
す
で
に
乙
の
翻
訳
が
行
わ
れ
て
い
た
乙

と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

原
三
信
は
黒
田
溶
の
医
師
で
あ
り
、
正
徳
元
年

(
一
七
一
一
)
lζ 

亡
く
な
っ
た
。
長
崎
に
学
び
、

一
六
八
六
年
に
(
貞
享
三
年
)
長
崎
の

蘭
館
医

か
ら
医
術
修
業
の
修
了
証
を
貰
っ
て
い

〉

5
0
2
わ円。。ロ

る

乙
乙
で
は
原
家
所
蔵
本
(
以
下
原
三
信
本
と
い
う
)
と
鈴
木
宗
云
が

一
八
七
二
年
に
刊
行
し
た
和
蘭
全
躯
内
外
分
合
図
を
比
較
し
て
、
解

( 1 ) 

体
新
害
発
刊
以
前
の
翻
訳
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
何
故
、。

O
年
近
く
の
ち
に
刊
行
さ
れ
た
か
を
論
じ
て
み
た
。

「
和
蘭
全
躯
内
外
分
合
図
」
と
い
う
題
は
原
本
の

HUHEME-nl

g
n
O印
B
o
m
E
H】

E
n
g
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
全
く
配
慮
し
て
い
な

ぃ
。
乙
れ
は
鈴
木
宗
云
が
命
名
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、

原
三
信
本
に
は
こ
の
題
が
つ
い
て
い
な
い
。
ま
た
、

「
和
蘭
全
躯
内

外
分
合
図
」
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
鈴
木
宗
云
の
入
手
し
た
解
剖
図
に

も
題
は
な
く
、
し
か
も
、
宗
云
は
原
本
を
見
た
形
跡
は
な
い
と
と
か

ら
、
原
本
の
タ
イ
ト

ル
に
全
く
関
係
の
な
い
題
を
宗
云
が
命
名
し
た
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と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

原
三
信
本
と
「
和
蘭
全
短
内
外
分
合
図
」
と
の
最
も
大
き
な
違
い

は
前
者
に
は
後
者
で
欠
け
て
い
る
図
が
存
在
し
、
後
者
で
間
違
っ
た

位
置
を
示
す
臓
器
が
正
し
い
位
置
に
あ
っ
て
前
者
が
原
本
に
よ
り
近

い
形
を
と
る
乙
と
で
あ
る
。
鈴
木
宗
云
は
不
完
全
な
解
剖
図
を
入
手

し
て
、
そ
れ
を
他
の
西
洋
解
剖
書
を
参
照
し
て
補
足
し
て
い
る
。

解
説
を
比
較
す
る
と
両
者
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
が
、
前
回
で
指

摘
し
た
東
洋
医
学
的
な
概
念
へ
結
び
つ
け
る
解
釈
の
一
部
は
「
和
蘭

全
躯
内
外
分
合
図
」
に
だ
け
み
ら
れ
る
。

し
か
し
、
前
回
の
報
告
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
逐
語
訳
で
な
く
、

訳
文
の
順
序
も
章
の
単
位
で
は
原
文
に
一
致
す
る
が
、
そ
れ
よ
り
細

か
く
な
る
と
前
後
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
本
木
良
立
が
蘭
館
医
に
解

剖
図
の
説
明
を
求
め
、
そ
れ
に
蘭
館
医
が
説
明
文
を
読
み
な
が
ら
平

易
な
言
葉
で
解
説
し
た
の
を
筆
記
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
。

乙
れ
に
似
た
乙
と
が
楢
林
鎮
山
の
「
外
科
宗
伝
」
に
み
る
。
す
で

に
岩
熊
哲
氏
の
調
査
で
、
と
の
な
か
の
「
金
箔
鉄
撲
書
」
だ
け
が
パ

レ
の
外
科
書
に
も
と
ず
く
が
、
両
者
は
不
即
不
離
の
関
係
で
、
抄
訳

と
も
い
え
な
い
と
い
う
。

即
ち
、
解
体
新
書
の
逐
語
訳
が
行
わ
れ
る
ま
で
は
通
詞
が
西
洋
医

200 

術
の
伝
達
の
主
役
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
原
書
を
読
む
よ
り
も
、
蘭

館
医
か
ら
聞
き
取
り
学
ぶ
方
が
容
易
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
だ
。
そ

の
結
果
、
本
木
良
立
の
解
剖
香
や
楢
林
鋲
山
の
「
外
科
宗
伝
」
が
生

れ
た
が
、
乙
の
頃
、
つ
ま
り
汀
世
紀
の
後
半
に
は
解
剖
古
を
は
じ
め

何
種
類
か
の
医
警
が
幕
府
の
高
官
の
要
請
で
入
っ
た
記
録
が
残
る
。

し
か
も
、
そ
れ
ら
の
本
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
形
式
で
説
明
が
蘭

館
医
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
記
録
が
残
る
。
そ
の
説
明
が
今
日
に
伝
わ

ら
な
い
の
は
、

る。

そ
の
利
用
価
値
が
低
い
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

( 2 ) 

本
木
良
意
の
解
剖
書
が
一

O
O年
近
く
た
っ
て
よ
う
や
く
刊
行
さ

れ
た
の
は
、
訳
さ
れ
た
当
時
、
原
三
信
と
同
じ
よ
う
に
写
し
が
何
部

か
作
ら
れ
て
、
そ
の
一
部
が
後
世
K
残
っ
た
た
め
で
は
あ
る
が
、
山

脇
東
洋
の
「
蔵
士
山
」
の
発
刊
で
西
洋
医
学
の
評
価
が
高
ま
っ
て
い
て

西
洋
の
解
剖
学
の
知
識
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
惨
透
し
て
き

た
結
果
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

(
順
天
堂
大
学
医
学
部
V



「
解

体

新

書
」

の

「
西
説

内

科

撰

要

」
に

及
ぼ
し
た
影
響

大
滝

紀
雄

本
邦
最
初
の
西
洋
内
科
書
と
し
て
知
ら
れ
る
、
宇
田
川
玄
随
(
椀

園

の
「
西
説
内
科
援
要
」

の
翻
訳
が
終
了
し
た
の
は
寛
政
四
年

(
一
七
九
二
)
と
い
わ
れ
て
い
る
。

「
解
体
新
書
」
刊
行
(
一
七
七
四
)

後
十
数
年
を
経
過
し
て
い
る
が
、
そ
の
聞
に
特
に
注
目
す
べ
き
医
書

発
行
が
な
い
の
で
、
本
書
は
「
解
体
新
書
」
の
影
響
を
つ
よ
く
受
け

て
い
る
。

「
西
説
内
科
撰
要
」
に
現
わ
れ
る
医
語
は
、
在
来
漢
方
な
ど
で
用

い
ら
れ
た
も
の
の
ほ
か
、
玄
白
自
ら
が
「
解
体
新
書
」
の
翻
訳
に
さ

い
し
て
作
っ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
、
随
所
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
西
説
内
科
撰
要
」
に
は
、
玄
随
が
ほ
ど
乙
し
た
注
釈
が
細
字
で

多
数
記
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、

「
解
体
新
書
」
か
ら
引
用
し

た
説
明
が
ひ
じ
よ
う
に
多
く
、
二
十
五
カ
所
に
及
ん
で
い
る
。
な
お
、

「
解
体
新
書
」
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
あ
き
ら
か
に
同
書
か

ら
の
引
用
と
思
わ
れ
る
も
の
、
た
と
え
ば
、

「
ア
タ
ン
キ
ュ
ル
ム
ス

の
説
」
「
キ
ュ
ル
ム
ス
日
く
」

な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
個
所
が
十
ヵ

所
ほ
ど
あ
る
。

解
説
さ
れ
て
い
る
語
は
、
ウ
ェ
イ
(
小
水
、
汗
〉
ゃ
フ
ル
ー
ト
(
血
)

ス
ウ
ェ
ー
ト
(
汗
)
ピ
ス
(
尿
)
ゲ
l
ル
(
乳
燦
)

ゲ
ー
ル
科
目
(
乳

康
槽
)
メ
ル
ケ

(涙
)
キ
リ
ー
ル
(
腺
)
ス
ペ
エ
キ
セ
ル
(
唾
液
)
大
キ
リ
ー
ル
液
(
勝
液
)

(
乳
汁
)

セ
イ

ニ
ュ
ホ
ク
ト

(
神
経
汁
)

タ
ラ
、
不
ン

和
腸
、
薄
腸
、
虫
腸
、
縮
腸
、
厚
腸
等
で
あ
る
。
門
脈
や
尿
の
生
成

の
説
明
も
あ
る
。
頭
旋
肱
冒
(
め
ま
い
)
の
項
で
は
眼
の
構
造
が
詳
し

く
書
い
て
あ
る
。

と
れ
ら
の
説
明
は
短
い
も
の
も
あ
れ
ば
二
十
数
行

に
及
ぶ
長
い
も
の
も
あ
る
。

「
解
体
新
書
」
か
ら
だ
け
の
も
の
も
あ

れ
ば
、
数
書
を
比
較
し
た
も
の
も
あ
る
。

神
経
と
い
う
概
念
は
わ
が
国
に
は
「
解
体
新
書
」
以
前
に
は
な
か

っ
た
。

セ
イ
ヌ

N
2

0
4司
と
い
う
訳
語
は
あ
っ
た
が
、
神
経
と
い
う

語
は
「
解
体
新
書
」
で
始
め
て
で
て
く
る
。
い
わ
ば
玄
自
ら
の
創
造

語
と
い
え
る
。
神
経
と
い
う
文
字
は
「
西
説
内
科
撰
要
」
で
も
そ
の

ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
が
、
と
れ
に
対
す
る
考
え
方
は
「
解
体
新
書
」

の
そ
れ
と
は
異
る
。
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
医
学
界
を
ふ
う
び
し
て
い
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た
の
は
神
経
流
動
説
、
す
な
わ
ち
血
液
循
環
と
同
様
に
神
経
液
が
神

経
の
管
の
中
を
流
動
し
て
全
身
を
循
行
す
る
と
い
う
説
で
あ
る
。

の
説
は
や
が
て
誤
り
で
あ
る
と
と
が
知
れ
、
全
世
界
か
ら
姿
を
消
し

て
ゆ
く
。

「
解
体
新
書
」
の
原
著
者
ク
ル
ム
ス
は
乙
の
流
動
説
に
対

し
て
懐
疑
的
で
あ
っ
た
の
で
、
乙
れ
を
翻
訳
し
た
玄
白
の
「
解
体
新

書
」
も
ほ
と
ん
ど
と
れ
に
触
れ
て
い
な
い
。

の
ち
に
大
槻
玄
沢
に
よ

っ
て
改
訂
さ
れ
た

「
重
訂
解
体
新
書
」
ハ
一
七
九
八
に
翻
訳
完
成
、

一
八
二
六
に
出
版
)
で
は
、
当
時
の
外
国
書
の
影
響
を
う
け
て
、

の
神
経
流
動
説
が
採
り
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
と
れ
に
先

立
っ
て
「
西
説
内
科
撰
要
」
で
は
、
と
の
説
が
は
な
ば
な
し
く
登
場

し
て
く
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

「
西
説
内
科
援
要
」
の
原
著

者
。
コ
ル
テ
ル
が
神
経
流
動
説
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら

E

、0

4
'川

l
v

ゴ
ル
テ
ル
を
翻
訳
し
て
い
る
う
ち
に
、
一玄
随
は
と
の
説
が

「
解
体
新
書
」
で
は
積
極
的
に
採
用
さ
れ
て
い
な
い
の
に
気
が
つ
い

た
筈
で
あ
る
。

乙
と
こ
れ
に
関
し
て
、
玄
随
は
「
解
体
新
書
」
よ
り

も
本
説
を
重
視
し
た
「
東
西
病
考
」
や
「
医
学
宝
鑑
」
を
引
用
し
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
神
経
流
動
説
は
お
そ
ら
く
わ
が
国
で
は
「
西
説

乙
の
思
想
が
「
重
訂
解
体
新
書
」

内
科
撰
要
」

で
始
め
て
紹
介
さ
れ
、

や
「
増
補
重
訂
内
科
撰
要
」
に
引
き
つ
が
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
し
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乙

か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
本
説
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら

れ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
我
が
国
で
も
間
も
な
く
消
え
る
運
命
に
な
る
。

「
西
説
内
科
援
要
」
は
「
解
体
新
書
」
を
十
二
分

に
採
り
い
れ
て
い
る
が
、
説
明
に
都
合
の
悪
い
点
は
乙
れ
を
敬
遠
し

こ
の
よ
・
つ
に
、

て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
横
浜
市
〉

乙

(4 ) 



解
体
新
書
訳
業
の
語
学
的
考
察

佐
藤

良
雄

鼻
は
フ
ル
へ
ッ
へ
ン
ド
せ
し
も
の
な
り
と
い
う
か
ら
、
そ
の
フ
ル

へ
ッ
へ

ン
ド
を
、
辞
書
も
無
き
ま
ま
、
良
沢
が
長
崎
で
求
め
て
き
た

一
小
冊
子
で
、
木
の
枝
を
断
ち
た
る
述
、
庭
を
掃
い
て
集
め
た
る
塵

土
、
そ
れ
ら
が
当
る
と
い
う
の
で
、
う
づ
た
か
く
面
中
に
隆
起
し
た

も
の
、
つ
ま
り
鼻
に
想
い
及
ん
だ
。
「
其
時
の
う
れ
し
さ
は
何
に
た
と

へ
ん
か
た
も
な
く
」
と
蘭
学
事
始
に
の
べ
て
い
る
が
、
緒
方
富
雄
先

生
は
、
フ
ル
へ
ッ
へ
ン
ド
と
い
う
語
は
、
タ

l
ヘ
ル

・
ア
ナ
ト
ミ
ア

の
原
書
の
鼻
の
と
乙
ろ
に
な
く
て
、
フ
ル
へ

l
フ
ェ
ン

〈
ぬ
同
町
巾

4
0
ロ

(
持
ち
あ
げ
る
)
と
い
う
語
が
あ
る
、
玄
白
は
と
れ
を
ま
ち
が
っ
て
お

ぽ
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
言

っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
乙
の
問

題
は
片
付
い
た
こ
と
に
な
る
が
、

一
小
冊
子
で
し
か
も
二
つ
の
具
体

例
を
あ
げ
て
説
明
し
て
い
る
と
い
う
と
と
は
語
学
的
に
興
味
が
あ
る
。

伊
勢
物
語
に
あ
る
塩
尻
と
い
う
語
が
、
古
来
難
解
と
さ
れ
て
い
た
の

が
、
天
野
信
景
翁
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
塩
浜
に
お
け
る
砂
の
う
づ
た

か
き
も
の
を
さ
す
か
ら
、
富
士
山
を
塩
尻
に
見
立
て
た
在
原
業
平
の

形
容
と
ぴ
っ
た
り
合
致
し
た
と
い
う
故
事
を
お
も
い
お
乙
さ
せ
る
。

し
か
も
、
天
野
信
景
翁
は
蘭
学
史
上
に
も
逸
す
べ
か
ら
ざ
る
和
蘭
船

図
を
後
世
に
残
し
て
い
る
。

蘭
学
事
始
に
は
鼻
の
ほ
か
に
、
眉
に
つ
い
て
も
貴
重
な
一
文
が
あ

る

「
醤
へ
ば
、
眉
と
い
ふ
も
の
は
自
の
上
に
生
じ
た
る
毛
な
り
と

有
る
や
う
な
る
一
句
、
初
併
と
し
て
、
長
き
日
の
春
の
一
日
に
は
明

ら
め
ら
れ
ず
日
暮

〔
る
〕
る
迄
考
へ
詰
め
、
互

〔
ひ
〕
に
に
ら
み
合

( 5 ) 

て
、
僅
〔
か
〕

一
二
寸
の
文
章
、

一
行
も
解
し
得
る
事
な
ら
ぬ
と
と

に
て
有
り
し
な
り
」
(
岩
波
文
庫
本
、
五
五
|
五
六
頁
)
と
い
う
の
が
そ

れ
で
あ
る
。
な
ぜ
私
が
ζ

と
を
重
視
す
る
か
と
い
う
に
、
自
の
上
の

毛
と
い
わ
れ
で
も
そ
れ
は
周
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
蹄
分
け

に
お
い
て
は
、
屍
体
は
横
た
わ
っ
て
い
る
。
自
の
上
の
毛
は
騰
で
も

あ
り
う
る
。
之
を
眉
と
見
る
に
は
直
立
し
た
人
体
を
考
え
ね
ば
な
ら

ぬ
。
訳
業
に
携
わ
っ
た
人
た
ち
は
、
先
哲
の
名
に
そ
む
か
ず
、
自
の

上
の
毛
と
い
っ
て
も
早
合
点
し
な
い
で
、
は
た
も
当
惑
し
て
迷
い
抜

い
た
と
い
う
乙
と
は
敬
服
の
外
な
き
科
学
精
神
で
、
語
学
を
専
門
と
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す
る
者
も
乙
の
姿
勢
を
失
つ
て
は
な
ら
な
い
。

終
戦
前
に
、

「
公
論
」
と
称
す
る
雑
誌
が
あ
り
、
学
者
た
ち
の
言

語
に
関
す
る
座
談
会
の
記
事
を
の
せ
た
と
と
が
あ
る
。
ベ

ー
シ
ッ
ク

-
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
か
ら
応
用
し
て
、
ベ
ー
シ
ッ
ク

・
ジ
ャ
パ

ニ
l

ズ
を
ζ

乙
ろ
み
た
土
居
光
知
氏
で
あ
っ
た
か
、
少
数
基
本
語
か
ら
組

み
立
て
得
る
単
語
と
し
て
自
の
上
の
毛
を
挙
げ
た
。

乙
の
語
が
あ
れ

ば
眉
と
い
う
語
は
不
要
に
帰
す
る
。
そ
乙
で
並
み
居
る
学
者
た
ち
、

桑
木
厳
翼
、
穂
積
重
遠
と
い
っ
た
よ
う
な
碩
学
た
ち
は
妙
案
だ
と
感

心
し
た
。
そ
れ
を
一
読
し
た
後
日
、
桑
木
先
生
に
会
っ
た
私
は
、

ち
ど
ゆ
っ
く
り
御
自
に
か
か
り
た
い
と
申
上
げ
内
諾
を
得
た
が
、
身

世
と
も
に
い
そ
が
し
き
ま
ま
、
遂
に
果
さ
ず
、
先
生
も
故
人
と
な
ら

れ
た
。
私
は
、
蘭
学
事
始
の
人
た
ち
が
目
の
上
の
毛
に
払
っ
た
細
心

の
注
意
に
つ
い
て
、
哲
学
者
で
あ
る
桑
木
先
生
と
語
り
た
か
っ
た
の

で
あ
る
。
先
生
乙
そ
乙
の
問
題
を
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
る
と
思
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

い
ま
や
、
解
体
新
書
の
複
刻
本
も
で
き
た
。
い
か
な
る
人
も
こ
れ

を
直
接
読
む
こ
と
が
で
き
、
蘭
文
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
独
文
を

も
み
る
ζ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
解
体
新
書
第
九
篇
に
は
、

臆
の
乙
と
も
眉
の
事
も
あ
る
が
、
そ
と
に
は
そ
の
は
た
ら
き
を
の
べ
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て
い
る
の
で
、
語
学
的
問
題
は
そ
れ
以
前
に
横
っ
て
い
る
。
鼻
に
つ

い
て
も
、
面
の
中
、
口
の
上
、
額
の
下
は
そ
の
位
置
を
論
じ
た
も
の

で
、
語
学
的
問
題
は
そ
れ
以
前
の
隆
起
と
い
う
と
こ
ろ
に
存
在
し
て

、'3
o

b

i
-

フ
ル
へ
ッ
へ
ン
ド
と
い
う
誤
記
も
、
分
詞
的
問
題
と
し
て
、

も
う
い
ち
ど
見
直
さ
れ
る
と
き
が
来
る
で
あ
ろ
う
。
語
学
的
興
味
と

い
う
の
は
、
常
に
乙
う
い
う
と
ζ

ろ
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

偶
然
に
も
、
『
眉
毛
根
上
集
』
(
小
泉
丹
、
昭
和
二
ハ

・
五
・
三
、
改
造

ネ土

と
い
う
本
が
手
許
に
あ
る
。
い
ま
言
っ
た
論
旨
に
見
合
っ
た
題

(6 ) 

日
を
と
り
扱
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
。
著
者
の
序
文
を
み
る
と
、
眉

毛
横
眼
上
(
マ
ユ
グ
ハ
メ
ノ
ウ
エ
エ
ヨ
コ
タ
ワ
ル
)
と
い
う
句
か
ら
と
っ

た
の
だ
と
い
う
。
此
五
文
字
は
、
眼
横
鼻
直
の
意
だ
と
あ
り
、
柳
は

緑
に
花
は
紅
と
い
う
の
と
同
義
で
あ
る
と
著
者
は
い
う
。
ど
く
あ
た

り
ま
え
の
こ
と
を
言
う
の
だ
と
あ
る
。

つ
ま
り
、
眼
は
横
に
、
鼻
は

縦
に
と
い
う
あ
り
ふ
れ
た
と
と
を
意
味
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い

う
口
吻
で
あ
る
。

蘭
学
事
始
の
先
哲
た
ち
が
迷
い
ぬ
い
た
眉
毛
眼
上
の
乙
と
で
は
な

い
よ
う
で
あ
る
。
乙
の
四
二
二
頁
に
わ
た
る
大
量
な
活
字
の
中
に
、



科
学
者
小
泉
丹
氏
の
閃
き
が
一
行
で
も
み
え
た
な
ら
ば
古
人
に
恥
じ

な
い
者
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
蘭
学
事
始
の
先
哲
た
ち
は
、
語

学
者
で
あ
る
と
と
を
自
ら
う
た
っ
て
い
な
い
が
、
と
れ
ほ
ど
精
級
な

且
つ
慎
重
な
語
学
者
は
、
そ
ん
な
に
多
く
存
在
し
な
い
。
良
心
あ
る

語
学
者
の
姿
を
垣
間
見
る
こ
と
の
で
き
る
こ
と
を
よ
ろ
と
ぷ
。

眉
や
鼻
の
ほ
か
に
も
、
到
る
と
こ
ろ
に
訳
業
の
歳
言
と
す
べ
き
乙

と
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
お
も
え
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
と
り
あ
つ
か
っ

て
、
二
百
年
経
っ
て
も
ほ
ろ
び
な
い
高
適
な
精
神
を
探
求
し
て
み
た

い
と
お
も
う
。

(
一
九
七
四

・
四
・
三
O
)

〈
武
蔵
野
女
子
大
学
講
師
)

解
体
新
書
と
越
後
の
国

蒲
原

宏

歴
史
上
に
は
「
も
し
」
と
い
う
乙
と
が
、
し
ば
し
ば
あ
る
運
命
を

変
え
る
乙
と
が
多
い
。

解
体
新
書
の
成
立
に
も
乙
の
歴
史
上
の
「
も
し
」
と
い
う
乙
と
が

大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

(7 ) 

杉
田
玄
白
と
中
川
淳
庵
は
と
も
に
解
体
新
書
の
成
立
に
関
係
が
あ

り

か
つ
越
後
に
ゆ
か
り
の
あ
る
人
、
だ
と
い
う
乙
と
か
ら
、
乙

の

「
も
し
」
に
つ
い
て
「
解
体
新
書
」
の
成
立
と
の
関
係
を
考
究
し
て

み
た
の
で
あ
る
。

杉
田
玄
白
の
祖
父
は
通
称
八
左
衛
門
と
言
い
、
松
平
日
向
守
忠
之

の
家
来
で
あ
っ
た
が
浪
人
と
な
っ
た
。
玄
白
の
父
、
甫
仙
は
越
後
国

新
発
回
藩
主
溝
口
信
濃
守
に
仕
え
二
百
石
二
十
人
扶
持
を
給
せ
ら
れ

る
医
師
で
あ
っ
た
。

藩
主
の
小
刀
の
錨
と
甫
仙
の
円
顧
と
が
憂
然
と
う
ち
あ
た
り
、
甫
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仙
に
対
し
て
溝
口
候
が
陳
謝
さ
れ
て
お
れ
ば
、
杉
田
甫
仙
は
新
発
田

藩
を
退
去
す
る
乙
と
が
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
候
の
過
失
を
臣
下

の
も
の
と
し
て
黙
殺
さ
れ
た
た
め
に
、
慨
然
と
し
て
甫
仙
は
「
仕
ふ

る
べ
き
候
に
あ
ら
ず
」
と
新
発
田
藩
を
去
っ
た
。

杉
田
玄
白
が
安
永
三
年
と
文
化
八
年
の
両
度
、
酒
井
家
に
差
出
し

た
由
緒
書
に
も
「
甫
仙
儀
溝
口
信
濃
守
城
下
で
二
百
石
二
十
人
扶
持

被
下
相
勤
候
処
存
寄
御
座
候
に
付
暇
申
受
浪
に
て
罷
在
候
処
、
酒
井

忠
園
様
御
代
元
禄
十
五
年
三
御
門
御
普
詰
御
手
伝
蒙
仰
候
節
当
分
御

雇
被
成
相
勤
云
々
」
と
あ
る
。
甫
仙
新
発
田
退
去
の
逸
事
も
新
発
田

藩
世
臣
譜
の
中
に
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
口
碑
の
み
で
は
な
い
と
考

え
ら
れ
る
。
「
も
し
」
玄
白
の
父
甫
仙
が
新
発
田
藩
を
藩
主
と
の
確
執

に
よ
っ
て
退
去
す
る
と
と
が
な
け
れ
ば
、
玄
白
の
小
浜
藩
酒
井
候
の

被
護
の
も
と
に
お
け
る
蘭
学
研
究
も
生
れ
て
乙
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

し
、
解
体
新
書
成
立
の
機
会
も
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。

中
川
淳
庵
の
曽
祖
父
中
川
玄
庵
は
越
後
国
高
回
藩
松
平
越
後
守
光

長
の
家
臣
で
、
玄
庵
の
父
仙
宝
の
代
か
ら
二
百
石
取
の
医
師
と
し
て

仕
え
て
い
た
。
明
暦
三
年
五
十
石
の
加
増
を
受
け
た
が
、
玄
庵
の
代

と
な
っ
て
か
ら
、
延
宝
八
年
に
病
身
の
故
を
も
っ
て
越
後
高
田
藩
を

辞
し
て
郷
里
の
丹
波
国
桑
田
郡
馬
路
村
に
帰
っ
た
。
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天
和
|
延
宝
年
聞
の
「
越
後
家
分
限
帖
」
に
中
川
玄
庵
の
名
は
記

載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
弟
の
助
左
衛
門
の
名
が
一
般
家
士
の
中
に
記

載
さ
れ
て
い
る
。

乙
の
原
因
は
い
わ
ゆ
る
越
後
騒
動
に
よ
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
が
、

家
禄
を
弟
に
ゆ
ず
っ
て
越
後
松
平
家
を
去

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

中
川
淳
庵
が
安
永
三
年
と
文
化
八
年
に
酒
井
候
に
提
出
し
た
家
の

由
緒
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
乙
ろ
で
あ
っ
て
、

「
も
し
」
曽
祖
父

の
玄
庵
が
越
後
松
平
家
を
退
去
し
な
か
っ
た
な
ら
、
淳
庵
の
酒
井
家

( 8 ) 

へ
の
仕
官
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
蘭
学

・
杉
田
玄
白
は
じ
め
、

「
解
体
新
書
」
出
版
事
業
へ
の
参
画
の
出
会
い
も
あ
り
え
な
か
っ
た

か
も
知
れ
ぬ
の
で
あ
る
。

と
れ
ま
で
越
後
に
み
ら
れ
た
解
体
新
書
の
所
持
者
と
現
物
の
調
査

に
よ
り
、
高
田
地
方
に
二
部
、
五
泉
地
区
に
一
部
の
既
刻
「
解
体
新

書
」
と
、
加
茂
町
の
蘭
方
医
森
田
千
庵
が
手
写
し
た
「
ク
ル
ム
ス
の

解
剖
書
」
に
つ
い
て
調
査
考
究
し
た
と
と
ろ
を
報
告
す
る
。

(
県
立
ガ
γ
セ
シ
タ

1
新
潟
病
院
)



佐
々
木
中
沢
の
解
剖
と

「解
体
新
書」

山
形

倣

明
和
八
年
(
一
七
七
一
〉
三
月
三
日
千
住
小
塚
原
の
刑
屍
解
剖
が

契
機
と
な
っ
て
、
安
永
三
年
(
一
七
七
四
)
公
刊
さ
れ
た

「
解
体
新

書
」
は
わ
が
国
に
お
い
て
西
洋
医
学
の
優
秀
性
を
認
識
さ
せ
た
も
の

で
あ
っ
た
。

文
政
五
年
(
一
八
二
二
年
)
三
月
仙
台
藩
医
学
校
の
外
科
教
授
と
し

て
着
任
し
た
佐
々
木
中
沢
は
、
六
月
二
十
九
日
七
北
田
の
刑
場
で
女

囚
の
解
剖
を
行
な
い
、

「
存
真
図
版
」

一
巻
を
著
わ
し
た
。

こ
れ
は
桂
川
甫
周
の
高
弟
で
淀
藩
医
官
で
あ
っ
た
南
小
柿
甫
祐
の

四
十
余
体
の
剖
屍
例
を
写
図
し
た
「
存
真
図
」
二
巻
に
欠
け
て
い
る

婦
人
生
殖
器
を
図
示
し
た
、
と
れ
ら
の
解
剖
的
事
項
を
解
説
七
た
も

の
で
あ
る
。

佐
々
木
中
沢
は
文
政
二
年
(
一
七
九
九
〉
十
月
著
述
さ
れ
た
「
存
真

図
」
に
大
槻
玄
沢
ら
と
と
も
に
政
文
を
書
き
、
杉
田
玄
自
の

「
解
体

新
書
」
の
精
確
な
乙
と
を
賞
讃
す
る
と
と
も
に
、
蘭
学
者
は
解
剖
を

重
視
す
べ
き
乙
と
を
述
べ
て
い
る
か
ら
、
中
沢
は
す
で
に
大
槻
玄
沢

の
芝
蘭
堂
に
い
た
頃
か
ら
自
ら
解
剖
し
よ
う
と
い
う
士
山
を
も

っ
て
い

た
乙
と
が
わ
か
る
。

「
存
真
図
版
」
に
は
学
頭
渡
部
道
可
の
序
文
と
内
科
教
授
渋
谷
順

安
の
欧
文
が
あ
り
、
仙
台
藩
の
官
庫
に
お
さ
め
ら
れ
た
。

し
か
る
に
、
当
時
仙
台
藩
医
学
校
の
産
婦
人
科
教
授
で
あ
っ
た
佐

々
城
朴
安
は
専
門
の
立
場
か
ら
友
人
新
妻
雄
記
に
精
細
な
写
図
を
つ

く
ら
せ
、
乙
れ
に
か
ん
た
ん
な
解
説
を
加
え
た
「
解
体
補
義
」
を
著

( 9 ) 

述
し
、
家
蔵
し
て
い
た
乙
と
が
最
近
明
ら
か
に
な
っ
た
。

そ
の
序
文
を
み
て
も
、
ζ

れ
ら
の
解
剖
お
よ
び
著
述
が
「
解
体
新

書
」
の
刊
行
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
と
が
わ
か
る
。

し
た
が
っ
て
、

「
解
体
新
書
」
の
刊
行
は
単
に
西
洋
医
学
の
精
髄

を
知
ら
せ
た
だ
け
で
な
く
、
実
証
的
な
近
代
医
学
の
確
立
に
貢
献
し

た
乙
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

(東
北
大
学
医
学
部
教
授
)
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解
体
新
書
と
家
畜
関
係
書
に
つ
い
て

松
尾

信

我
国
最
初
の
馬
体
解
剖
書
で
あ
る
、
菊
池
東
水
の
解
馬
新
書

永
五
年

・
一
八
五
二
年
)
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
馬
術
叢
説
の
中
の
腸
の
記

戦
等
が
詳
し
い
乙
と
に
、
強
く
刺
激
さ
れ
て
、
自
分
で
馬
を
解
剖
し

て
み
た
り
、
解
体
新
書
等
を
参
考
と
し
て
、
著
作
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
概
要
は
既
に
報
告
し
た
(
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
年
告
第
二
五
九
号

-
一
九
七
二
年
)

今
回
は
解
体
新
害
発
刊
前
後
の
頃
の
、
我
国
の
家
畜
関
係
書
に
つ

い
て
、
解
剖
学
的
記
事
と
、
去
勢
等
に
つ
い
て
報
告
し
、
末
尾
に
、

家
畜
関
係
書
で
「
新
書
」
と
名
称
の
つ
い
て
い
る
書
名
を
記
す
。

当
時
の
馬
の
解
剖
の
知
識
。

一
九
七
二
年
、
長
野
県
駒
ケ
根
市
の

旧
家
の
土
蔵
か
ら
、
安
西
流
の
馬
医
巻
物
一
本
が
発
見
さ
れ
た
。

の
巻
物
は
、
宝
永
七
年
(
一
七
一

O
年
)
に
写
さ
れ
た
も
の
で
、
原
本

は
天
正
七
年
(
一
五
七
九
年
)
と
記
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
安
醸
集
の

系
統
に
属
す
る
、
馬
の
解
剖
と
治
療
に
つ
い
て
の
図
説
巻
物
で
あ
り
、
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仏
教
と
陰
陽
五
行
説
を
根
幹
と
し
て
い
る
。
内
臓
は
人
体
と
同
じ
く
、

五
臓
六
脈
の
図
等
が
示
さ
れ
て
い
る
。
と
ζ

ろ
で
、
寺
島
良
安
の
和

漢
三
才
図
会
(
正
徳
三

・
一七一

三
年
)

に
は
、
馬
に
は
胆
な
し
と
明

記
さ
れ
、
そ
の
た
め
馬
の
肝
臓
に
は
大
毒
が
あ
り
、
食
べ
ら
れ
な
い

嘉

と
記
し
て
あ
る
。
事
実
、
馬
に
は
胆
嚢
は
存
在
し
な
い
。

し
か
し
、
肝
臓
は
食
用
に
な
る
。

又
、
大
坪
流
の
馬
書
(
寛
文
六

年
-
一
六
六
六
年
)
の
馬
の
解
剖
図
は
、
前
記
の
安
西
流
馬
医
巻
物
の

解
剖
図
よ
り
も
、
実
証
的
な
感
じ
を
受
け
る
が
、
五
臓
六
郎
の
域
を

(10) 

脱
し
て
い
な
い
。
当
時
の
馬
の
解
剖
等
の
知
識
は
、
以
上
の
よ
う
な

状
態
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

オ
ラ
ン
ダ
の
馬
書
等
の
影
響
。

一
方
、
江
戸
時
代
将
軍
吉
宗
の
頃
、

オ
ラ
ン
ダ
の
馬
術
家
ケ
イ
ヅ
ル
(
民
自白

』己お

E

5
3
E
吉
岡
)
が
来

日
し
、
通
詞
、
今
村
英
正
が
翻
訳
し
た
、
西
説
伯
楽
必
携
(
享
保
十

十

十
四
年

一
七
二
五

・
一
七
二
七

・
一
七
二
九
年
)
と
い
う
書

乙

物
が
あ
る
。

乙
の
書
物
は
、
紅
毛
人
馬
術
御
尋
記
、
紅
毛
馬
書
ケ
イ

ツ
ル
、
紅
毛
馬
書
補
遺
ケ
イ
ヅ
ル
、
阿
蘭
陀
馬
乗
方
聞
書
H
阿
蘭
陀

ケ
イ
ツ
ル
馬
術
和
解
、

阿
節
陀
馬
療
治
方
薬
方
の
事
、

馬
疾
療
法



(
オ
ラ
γ
ダ
馬
療
治
之
本
和
解
)

紅
毛
人
馬
術
御
尋
記
等
が
含
ま
れ
て

い
る
。

こ
れ
ら
の
書
物
の
中
に
は
、
五
臓
五
腕
の
記
載
は
あ
る
が
、

胆
嚢
に
つ
い
て
は
明
確
で
な
い
。
又
、
脳
を
包
む
薄
膜
あ
り
、
乙

れ

を
「
ム

l
ド
ル
フ
リ
l
ス
」
と
い
う
こ
と
。
血
脈
運
行
は
、
心
臓
に

お
こ
り
、
全
体
に
流
れ
て
、
ま
た
、
心
臓
に
帰
す
等
の
こ
と
。
臓
を

割
見
す
る
と
い
う
用
語
が
記
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
堀
好
謙
訳
の
オ

ラ
ン
ダ
馬
番
上
下
写
本
(
オ
ラ
ン
ダ
林
軟
斯
原
著
、
時
代
の
明
確
な
る
記

載
な
し
〉
に
は
、

腸
は
小
腸
と
大
腸
に
区
別
し
、
小
腸
は
更
に
、
十

二
指
腸
、
空
腸
、
廻
腸
の
三
部
に
、
大
腸
は
、
盲
腸
、
結
腸
、
直
腸

の
三
部
に
分
れ
て
い
る
と
記
し
、
そ
の
長
さ
も
正
確
で
あ
る
。
馬
の

胃
は
阻
吐
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
乙
れ
は
、
食
道
か
ら
宵
に
移

る
と
と
ろ
の
構
造
の
た
め
で
あ
る
と
し
、
「カ
ラ
ッ
プ
フ
リ
イ
ス
」や

閉
合
筋
等
の
名
称
を
使
用
し
て
い
る
。
内
臓
に
つ
い
て
は
、
グ
解
割
H

と
い
う
言
葉
、
そ
の
他
、
頭
蓋
骨
と
い
う
語
も
あ
る
。
本
馬
書
内
容

は
、
解
剖
ば
か
り
で
な
く
、
馬
学
書
と
し
て
も
、
当
時
、
非
常
に
高

度
の
も
の
で
あ
る
。
本
文
中
の
引
用
年
代
は
、

二
ハ
一
三
年

〈
寛
永

八
年
)
か
ら
一
七
六
一
年
(
宝
磨
十
一
年
)
ま
で
で
あ
る
。
腸
の
区
分

の
名
称
は
、
字
国
川
玄
真
の
和
蘭
内
景
医
範
提
綱
(
文
化
二
年

・
一八

O
五
年
)
の
用
語
と
同
一
で
あ
る
乙
と
、

天
保
四
年
(
一
八
三
三
年
)

の
長
崎
の
分
限
帳
の
中
に
、
堀
専
次
郎
(
好
鎌
)

が
記
さ
れ
て
い
る

乙
と
。
本
馬
蓄
は
、
解
馬
新
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
乙
と
、
以
上
の

諸
事
実
か
ら
み
て
、
掘
好
謙
訳
オ
ラ
ン
ダ
馬
書
は
、

一
八

O
五
年
以

降

一
八
五

O
年
以
前
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

我
国
で
は
、
古
来
、
馬
や
動
物
の
去
勢
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。

セ
ン

し
か
し
、
本
草
綱
目
や
和
漢
三
才
図
会
に
は
、
騎
(
馬
の
去
勢
の
乙
と
)

が
記
さ
れ
て
い
る
。
前
記
、
西
説
伯
楽
必
携
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ
で
は
、

一
才
か
ら
一
才
半
の
牡
馬
の
陰
嚢
を
切
る
乙
と
、
そ
し
て
馬
が
温
和

(11) 

に
な
り
、
使
用
し
や
す
い
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
堀
好
謙
訳
の
馬

書
に
も
、
牡
馬
の
陰
嚢
を
切
断
す
る
と
、
静
か
に
な
り
、
諸
事
の
便

に
甚
好
し
。
陰
嚢
を
切
り
た
る
馬
と
牝
馬
は
声
が
柔
和
に
な
る
と
記

セ
シ
パ

し
で
あ
る
。
馬
の
去
勢
に
つ
い
て
は
、
大
槻
玄
沢
の
扇
馬
訳
説
(
文

化
五
年

・
一八

O
八
年
)
の
記
載
が
最
も
詳
し
い
。

「新
書
」
と
名
称
の
つ
い
て
い
る
家
畜
関
係
書
。

解
馬
新
書
(
嘉
永
五
年
・
一
八
五
二
年
)

ア
ン
・
方

鞍
鐙
新
書
(
年
代
未
詳
、
一
八
一
五
|
一
八
七
O
年
の
問
)

馬
疲
新
書
(
元
治
元
年

・
一
八
六
四
年
)
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牛
病
新
書
(
明
治
七
年

・
一
八
七
四
年
)

羊
病
治
療
新
書
(
明
治
七
年

・
一
八
七
四
年
)

家
禽
新
書
(
明
治
二
三
年

・
一
八
九
O
年〉

実
用
牧
草
新
書

・
畜
産
学
講
習
新
書

・
日
本
馬
耕
新
書
(
年
代
未
詳
)

等
が
あ
る
。

安
西
流
馬
医
巻
物
に
つ
い
て
は
、
信
州
大
学
農
学
部
、
高
橋
成
直

助
教
授
に
、
堀
好
謙
の
年
代
、
お
よ
び
阿
蘭
人
馬
療
治
方
薬
方
の
事
、

阿
蘭
陀
ケ
イ
ツ
ル
馬
術
和
解
に
つ
い
て
は
、
長
崎
市
立
博
物
館
の
越

中
哲
也
氏
に
、
お
世
話
い
た
だ
き
、
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

(
信
州
大
学
農
学
部
助
教
授
)

21{)l 

八
王
子
で
発
見
さ
れ
た
「
解
体
新
書
」

新
藤

恵
久

昨
年
十
月
八
王
子
市
の
北
東

・
多
摩
川
の
ほ
と
り
で

「
解
体
新

書
」
が
発
見
さ
れ
た
。
八
王
子
周
辺
は
幕
末
、
関
学
が
盛
ん
で
蘭
書

の
複
刻
な
ど
行
わ
れ
た
が
「
解
体
新
書
」
の
発
見
は
と
れ
が
最
初
で

本
山
ヲ
hv

。

(12) 

本
舎
の
あ
っ
た
関
根
家
は
天
正
十
八
年
、
八
王
子
城
の
落
城
と
と

も
に
、
武
州
多
摩
郡
粟
ノ
須
村
(
現
八
王
子
市
小
宮
町
)
に
居
を
定
め

農
業
の
か
た
わ
ら
代
々
名
主
を
つ
と
め
て
い
た
。
江
戸
中
期
に
な
る

と
御
用
商
人
と
し
て
多
摩
川
を
筏
で
下
っ
て
く
る
材
木
を
江
戸
に
納

め
て
い
た
。

当
主
、
関
根
貞
三
氏
の
祖
父
嘉
門
(
一
八
一
三
|
一
八
六
九
〉
は
十

六
歳
の
時
家
を
山
山
、
徳
本
流
四
世
磯
野
弘
道
(
当
家
御
用
留
に
よ
る
)

の
門
人
と
な
り
徳
本
流
五
世
を
名
乗
り
自
宅
で
開
業
し
た
。
慶
応

年
、
京
都
典
薬
寮
の
医
師
と
な
り
乙
の
頃
蘭
学
を
学
ん
だ
ら
し
い
。



明
治
維
新
と
な
っ
て
か
ら
緒
方
惟
準
や
大
学
東
校
に
も
関
係
し
た
。

(
当
家
御
用
留
よ
り
)
当
家
に
は
こ
の
他
「
解
臓
図
賦
」
「
蘭
方
枢
機
」

が
あ
り
又
多
数
の
古
医
方
書
、
処
剤
録
と
共
に
徳
本
流
の
奥
儀
書
、

梅
花
無
尽
蔵
、
療
治
十
九
方
、

薬
方
帳
、
磯
野
弘
道
の
書
簡
等
も
現

存
し
て
い
る
。

な
お
嘉
門
の
子
小
膳
は
、
権
回
直
助
の
門
人
で
、
浅
田
宗
伯
ら
と

共
に
明
治
十
六
年
私
立
脚
気
病
院
「
関
根
」
の
設
立
を
計
画
し
た
。

(
八
王
子
市
)

毎
年
三
月
四
日
観
臓
記
念
に
行
わ
れ

た
「医
家
先
哲
追
薦
会
」
と
富
士
川

先
生
作
歌
琵
琶
「
蘭
学
創
始
」
に
つ

い
て

赤
松

金
芳

富
士
川
先
生
の
提
唱
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
私
立
奨
進
医
会
の
主

催
で
、
毎
年
三
月
四
日
観
臓
記
念
日
を
期
し
て
医
家
先
哲
追
薦
会
が

(13) 

行
わ
れ
た
。

そ
の
第
一
回
は
明
治
二
十
五
年
三
月
四
日
に
「
先
哲
祭
」
と
し
て

開
催
さ
れ
た
が
、
そ
の
三
月
四
日
に
行
う
に
至
っ
た
趣
旨
に
つ
い
て

lま

江
戸
小
塚
原
に

『
明
和
八
年
三
月
四
日
前
野
杉
田
の
諸
先
生
、

於
て
観
臓
の
挙
あ
り
:
:
:
、
乙
の
三
月
四
日
は
我
が
実
験
的
医
学
を

奉
ず
る
も
の
の
念
に
記
し
て
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
の
日
な
り
』
と
い
う

「
先
哲
祭
の
詞
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て
第
二
回
よ
り
は
「
医
家
先
哲
追
薦
会
」
の
名
で
明
治
二
十

〈

?

〉

六
年
以
降
昭
和
三
十
四
年
に
至
る
ま
で
五
十
八
固
に
わ
た
っ
て
開
催
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さ
れ
た
。

そ
し
て
、
毎
回
、
前
野
蘭
化
そ
の
他
先
哲
肖
像
を
揚
げ
て
そ
の
造

徳
を
称
揚
し
、
殊
に
そ
の
第
三
十
回
大
正
十
年
に
は
観
臓
百
五
十
年

記
念
と
し
て
、
前
野
、
杉
田
、
中
川
、
桂
川
諸
先
哲
の
遺
著
遺
墨
を

展
覧
す
る
と
と
も
に
翌
十
一
年
に
は
南
千
住
の
回
向
院
に
観
臓
記
念

碑
が
建
設
せ
ら
れ
る
。

私
立
奨
進
医
会
が
日
本
医
史
学
会
と
日
本
医
師
協
会
と
に
分
離
し

た
後
は
、
主
と
し
て
日
本
医
史
学
会
が
ζ

の
会
を
継
承
し
て
開
催
し

た
。
そ
し
て
昭
和
二
年
(
第
三
十
六
回
)
に
は
富
士
川
先
生
作
歌
に
係

る
琵
琶
「
蘭
学
創
始
」
が
演
奏
さ
れ
た
。
富
士
川
先
生
殻
後
も
引
っ

づ
き
開
催
さ
れ
て
い
た
が
昭
和
二
十
四
年
を
以
て
医
家
先
哲
追
薦
会

は
一
応
終
止
さ
れ
た
・

し
か
し
、
そ
の
後
を
ャ
つ
け
て
昭
和
三
十
一
年
か
ら
同
じ
く
三
月
四

日
に
「
蘭
学
事
始
記
念
会
」
と
し
て
開
催
さ
れ
、
昭
和
三
十
四
年
に

は
日
本
医
師
会
、
日
本
医
学
会
、
日
本
医
史
学
会
の
手
に
よ
っ
て
戦

災
を
う
け
た
観
臓
記
念
碑
も
再
建
せ
ら
れ
、
更
に
蘭
学
創
始
地
記
念

碑
も
出
来
、
ま
た
昭
和
四
十
年
に
は
蘭
学
事
始
百
五
十
年
記
念
会
、

岡
田
十
六
年
に
は
小
塚
原
腕
分
二
百
年
記
念
講
演
会
な
ど
も
行
わ
れ

た
乙
と
は
周
知
の
乙
と
で
あ
る
。
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乙
の
よ
う
に
、
一
二
月
四
日
ま
た
は
そ
の
前
後
に
医
家
先
哲
追
薦
会

の
終
止
後
も
、
幾
多
の
会
合
の
行
わ
れ
た
乙
と
は
、
そ
れ
が
医
学
ま

た
は
蘭
学
に
志
ざ
す
も
の
に
と
っ
て
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
日
で
あ
る
た

め
で
あ
る
と
思
う
。

最
後
に
、
富
士
川
先
生
作
歌
琵
琶
「
蘭
学
創
始
」
に
つ
い
て
述
べ

る。

(
京
浜
女
子
大
学
〉

(14) 



オ
ラ
ン
ダ
航
海
表

大
矢

全
節

二
ハ
一
二
年
以
来
、
オ
ラ
ン
ダ
館
が
平
戸
に
開
設
せ
ら
れ
た
が
、

一
六
回

O
年
ヤ
ソ
教
布
教
の
禁
制
が

一
一
周
き
び
し
く
な
っ
て
追
放
さ

れ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
あ
と
を
引
継
い
で
オ
ラ
ン
、
ダ
人
は
長
崎
出
島

に
移
住
す
る
乙
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
オ
ラ
ン
ダ
本
国
か
ら
多

く
の
人
々
や
物
資
が
船
で
以
っ
て
長
崎
出
島
に
運
ば
れ
て
来
た
。

本
航
海
表
は
一
八
一
六
年

K
E
n
o
σ
ω
巧
白
ユ

に
よ
っ
て
ア
ム
ス

テ
ル
ダ
ム
で
上
梓
さ
れ
た
著
書
の
第
三
版
で
あ
る
。

航
海
術
の
水
準
を
知
る
貴
重
な
る
資
料
と
考
え
ら
れ
る
と
共
に
、

当
時
舶
来
の
洋
書
な
ら
び
に
医
学
者
た
ち
の
日
本
へ
の
渡
来
の
舞
台

裏
の
役
割
を
知
る
手
が
か
り
と
も
思
わ
れ
る
。

(
京
都
市
)

栗
山
孝
庵
と
杉
田
玄
白
及
び

小
田
野
直
武

田
中

助

杉
田
玄
白
(
一
七
三
三
|
一
八
一
七
)
は
若
狭
国
小
浜
藩
医
で
あ
り
、

小
田
野
直
武
は
秋
田
藩
士
で
西
洋
画
家
で
も
あ
っ
て
、
安
永
三
年

(
一
七
七
四
)
八
月
玄
白
が
刊
行
し
た
「
解
体
新
書
」
の
付
図
は
直
武

が
毛
筆
で
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

(15) 

栗
山
孝
庵
(
一
七
二
八
|
一
七
九
一
)

は
長
州
萩
藩
医
で
あ
り
、
七

代
藩
主
毛
利
重
就
と
八
代
藩
主
毛
利
治
親
父
子
の
侍
医
と
し
て
、
参

載
に
し
た
が
っ
て
六
回
江
戸
に
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
江
戸
滞
在
中

に
は
杉
田
玄
白
と
交
際
し
、
対
診
し
た
り
し
て
い
る
が
、
後
年
「
関

西
の
名
医
」
と
思
い
出
に
書
か
れ
て
い
る
。

玄
白
は
二
十
三
歳
の
時
、
宝
暦
四
年
(
一
七
五
四
)
春
同
藩
医
小
杉

玄
適
か
ら
、
山
脇
東
洋
等
が
は
じ
め
て
京
都
で
人
体
解
剖
を
行
っ
た

乙
と
を
知
ら
さ
れ
た
。
そ
の
の
ち
宝
暦
八
年
と
翌
九
年
に
は
東
洋
の

高
弟
の
栗
山
孝
庵
が
萩
で
解
制
を
行

っ
た
の
で
、
乙
の
乙
と
も
恐
ら
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く
解
剖
に
関
心
の
深
か
っ
た
玄
自
の
耳
に
は
達
し
た
こ
と
と
思
わ
れ

る。
安
永
八
年
十
月
三
十
日
に
平
賀
源
内
か
ら
栗
山
孝
庵
に
出
し
た
書

〈
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
)
に
よ
る
と
、

源
内
は
小
田
野
武
助

簡
(
直
武
)

の
画
二
幅
を
孝
庵
に
贈
呈
し
て
居
り
、
武
助
の
酒
は
自
分

が
指
導
し
た
も
の
で
あ
る
乙
と
を
の
べ
、
茶
道
や
和
歌

・
書
画
等
に

趣
味
が
多
か
っ
た
毛
利
重
就
に
御
自
に
か
け
て
貰
え
る
と
あ
り
が
た

い
と
い
っ
て
い
る
。
同
時
に
源
内
は
自
分
が
指
導
し
た
讃
岐
の
志
度

焼
の
宣
伝
ゃ
、
緬
羊
を
飼
育
し
て
羅
紗
を
織
る
乙
と
を
も
す
す
め
て

居
る
。
し
か
し
源
内
は
不
幸
に
し
て
三
週
自
に
あ
や
ま
っ
て
人
ぞ
殺

傷
し
、
獄
中
で
破
傷
風
に
か
か
っ
て
死
ん
だ
た
め
に
、
目
的
を
果
す

と
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

孝
庵
が
源
内
か
ら
貰
っ
て
帰
っ
た
武
助
の
画
は
ど
ん
な
も
の
で
あ

っ
た
か
現
在
明
か
で
な
い
が
、
わ
が
国
医
学
発
展
の
先
党
者
で
あ
っ

た
孝
庵
や
玄
白
や
武
助
や
源
内
等
は
、
奇
し
く
も
と
の
よ
う
に
限
に

見
え
な
い
糸
で
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
萩
市
〉

2U 

「前
野
良
沢
」
す
考

末
中

哲
夫

前
野
良
沢
の
性
格

・
思
考

・
翻
訳
活
動
な
ど
に
関
す
る
先
学
の
業

績
は
多
い
。

乙
れ
ら
の
成
果
を
参
照
す
る
と
と
も
に
、
良
沢
の
晩
年

に
至
る
ま
で
の
執
筆
活
動
の
実
態
に
検
討
を
加
え
、
さ
ら
に
子
弟
の

業
績
と
の
関
連
に
お
い
て
い
さ
さ
か
私
見
を
の
べ
た
い
。

(
近
畿
大
学
教
授
)

(16) 



バ
ザ
塚
原
と
山
谷
と
の
管
見関

根

正
雄

『
蘭
学
事
始
』
に
杉
田
玄
白
は
加
分
の
観
臓
に
赴
く
と
き
、
前
野

良
沢
ら
と
「
浅
草
三
谷
町
出
口
の
茶
屋
で
」
待
ち
合
せ
た
と
あ
る
。

そ
し
て
「
乙
れ
よ
り
各
々
打
連
れ
立
ち
て
骨
ケ
原
の
設
け
置
し
観
臓

の
場
へ
至
れ
り
」
と
か
い
て
い
る
。

一
谷
は
古
く
コ
ニ
屋
」
と
し
て
始
ま
る
地
名
で
あ
る
。
元
禄
年
間

『
西
鶴
置
物
産
』

コ
ニ
野
」
と
か
か
れ
、

そ
の
企
の
と

の
な
か
で
は

『
近
世
奇
跡
考
』
『
柳
亭
筆
記
』
な
ど
で
は
す
べ
て
「
三
谷
」
と
か
か

れ
て
い
る
。
「
山
谷
」
と
か
く
乙
と
は
江
戸
末
の
『
武
江
年
表
』
『
江

戸
名
所
図
会
』
な
ど
に
表
わ
れ
、
そ
の
頃
の
近
吾
堂
『
江
戸
切
絵
図
』

に
は
両
方
と
も
使
わ
れ
て
い
る
。

「
三
谷
町
出
口
の
茶
屋
」
が
現
在
ど
の
地
点
で
あ
る
か
、
に
わ
か

に
断
定
し
難
い
。
し
か
じ
、
明
和
版
『
江
戸
図
』
で
は
三
谷
町
以
北

は
田
地
で
あ
る
し、

『
江
戸
繁
昌
記
』
で
は
「
由
下
宿
至
山
谷
間
人

戸
中
断
一
面
回
野
」
と
し
て
い
る
。
明
和
五
年
吉
原
火
災
の
あ
と
、

遊
女
屋
仮
宅
が
付
近
五
カ
所
に
で
き
て
、
そ
の
な
か
に
山
谷
が
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
安
政
版
『
江
戸
大
絵
図
』
で
は
、
小
塚
原
に

近
く
「
茶
や
」
の
文
字
が
小
さ
く
の
る
。
そ
の
先
き
に
は
今
「
涙
橋
」

の
地
名
が
残
っ
て
い
る
。
か
よ
う
に
み
れ
ば
、
現
・
台
東
区
清
川

二
丁
目
境
の
十
字
路
の
地
点
が
そ
れ
ら
し
い
。

「
骨
ケ
原
」
は
小
塚
原
の
異
称
で
あ
る
。
地
人
は
す
べ
て

(
コ
ヅ

カ
ッ
パ
ラ
)
と
発
音
す
る
。
河
出
書
房

『
日
本
歴
史
大
辞
典
』

で
は

乙
つ
か
っ
ぱ
ら
」
と
出
し
、
記
述
上
で
は
「
小
塚
原」

と
か
い
て
い

る
。
千
住
遊
廓
の
あ
っ
た
頃
、
人
々
は
乙
こ
を
f句、

コ
ツ
、ーノ

と
-z:: 
て〉

7こ。

(17) 

「
骨
ケ
原
」
と
か
く
乙
と
が
出
土
す
る
人
骨
と
関
係
す
る
乙
と
は
当

然
で
あ
ろ
う
が
、
地
人
の
発
音
も
関
係
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

小
塚
原
は
『
新
編
武
蔵
風
土
記
』
に
よ
れ
ば
「
古
く
小
岩
原
、
古

塚
原
な
ど
と
も
云
へ
り
」
と
あ
る
。

『
江
戸
名
所
図
会
』
で
は
、
千

住
大
橋
に
近
い
す
さ
の
お
神
社
社
伝
に
ご
堆
の
小
塚
あ
り
、
と

の

塚
に
よ
り
て
乙
の
地
を
小
塚
原
と
号
せ
り
」
と
い
う
。
ま
た
、
浅
草

か
ら
千
住
に
か
け
て
は
、
源
義
家
の
営
ん
だ
塚
に
関
す
る
伝
説
が
残

り
、
補
陀
山
円
通
寺
(
南
千
住
一
丁
目
)
の
享
保
造
立
の
石
搭
碑
文
に
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「
:
:
:
還
送
賊
首
四
十
八
埋
観
音
原
、
築
四
十
八
塚
、
今
喚
日
小
塚

原
」
と
刻
さ
れ
て
い
る
。

小
塚
原
は
荒
川
右
岸
に
あ
っ
て
、
明
和
の
頃
は
東
は
浅
茅
原
に
接

し
南
は
浅
草
三
谷
に
つ
づ
い
た
。
現
在
海
抜
一

・
四
米
で
乙
の
辺
り

で
は
最
も
低
い
。
従
っ
て
古
く
か
ら
頻
ぱ
ん
に
洪
水
に
見
舞
わ
れ
、

元
和
六
年
に
は
待
乳
山
下
か
ら
箕
輪

(
の
ち
の
通
新
町
)
に
の
び
る
日

本
堤
が
築
か
れ
た
。

乙
の
堤
外
に
あ
る
小
塚
原
は
、
大
正
十
二
年
荒

川
放
水
路
が
開
通
す
る
ま
で
習
慣
的
な
水
害
を
・
つ
け
て
い
た
。
文
政

六
年
に
は
熊
谷
堤
の
決
潰
で
小
塚
原
地
蔵
尊
の
膝
の
上
ま
で
出
水
し
、

弘
化
三
年
に
は
権
現
堂
川
の
は
ん
ら
ん
で
地
蔵
尊
の
一肩一の高
さ
に
出

水
し
た
と
い
う
。

小
塚
原
町
は
千
住
宿
の
下
宿
で
あ
る
。
千
住
本
宿
は
荒
川
左
岸
、

現
在
の
北
千
住
で
あ
る
。
本
宿
を
結
ぶ
千
住
大
橋
は
、
す
で
に
文
禄

三
年
伊
奈
備
前
忠
次
の
奉
行
で
荒
川
に
架
橋
し
て
い
る
。
万
治
三
年

「
小
塚
原
町
中
村
町
の
加
宿
」
願
い
が
本
宿
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
る
。

千
住
宿
は
奥
州
街
道
の
起
点
で
あ
り
、
日
光
街
道
の
起
点
で
も
あ
る
。

千
住
宿
か
ら
下
野
小
山
新
田
ま
で
同
じ
道
路
が
使
わ
れ
た
。
千
住
宿

の
な
か
で
小
塚
原
時
に
は
駅
馬
の
設
け
が
あ
っ
犬
。

江
戸
市
中
か
ら
小
塚
原
町
に
至
る
道
路
は
ふ
た
つ
あ
る
。
そ
の
ひ

216 

と
つ
の
隅
田
川
寄
り
の
道
路
は
、
浅
草
橋
御
門
か
ら
蔵
前

・
駒
形
を

通
り
、
浅
草
花
川
戸
か
ら
聖
天
町
を
過
ぎ
て
三
谷
を
通
り
小
塚
原
に

至
る
。

こ
乙
に
南
の
鈴
ケ
森
に
対
す
る
北
の
小
塚
原
「
仕
置
場
」
が

あ
る
。
慶
安
四
年
の
頃
、
浅
草
新
鳥
越
か
ら
移
さ
れ
て
、
そ
れ
以
来

明
治
十
二
年
泉
首
刑
廃
止
に
到
る
ま
で
続
い
た
。

「仕
置
場
」
に
近

く
「
火
や
」
が
あ
っ
た
。
そ
の
あ
た
り
の
新
町
に
、
正
保
二
年
以
来

浅
草
弾
左
衛
門
の
囲
い
が
あ
る
。
そ
の
当
主
は
世
襲
で
皮
革

・
芸
能

な
ど
に
関
す
る
業
者
を
配
下
と
し
、
江
戸
町
奉
行
か
ら
罪
人
の
極
刑

(18) 

執
行
を
托
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
そ
の
地
の
非
人
頭
車
善
七
は
配
下
の

非
人
に
雑
芸

・
清
掃
な
ど
を
勤
め
さ
せ
、
ま
た
罪
人
所
刑
の
補
助
作

業
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
。
善
七
は
非
人
溜
を
管
理
し
、
身
分
刑
受
刑

者
や
病
囚
の
収
容
も
依
托
さ
れ
て
い
た
。
乙
の
両
者
は
夫
々
の
『
由

緒
書
』
を
持
ち
、
そ
の
先
祖
の
由
来
と
中
世
以
向
の
為
政
者
に
対
す

る
奉
仕
の
数
々
と
を
強
調
し
て
い
る
。

小
塚
原
回
向
院
は
、
仕
置
場
に
隣
接
し
、
寛
文
七
年
、
両
国
回
向

院
持
地
に
建
立
さ
れ
た
。
江
戸
地
図
に
は
そ
の
位
置
が
示
さ
れ
て
い

な
い
。
罪
人
の
埋
葬
で
あ
っ
た
た
め
、
地
図
の
記
入
を
差
し
ひ
か
え



た
の
で
あ
ろ
う
。
文
化
十
三
年
『
世
事
見
聞
録
』
に
よ
れ
ば
「
御
当

代
御
仕
置
の
も
の
は
死
刑
以
上
三
百
人
に
及
び
牢
死
人
年
々
千
人
以

上
と
云
ふ
。
又
首
総
投
身
自
殺
其
外
変
死
の
も
の
千
人
己
上
、
行
倒

れ
と
唱
る
も
の
千
人
巴
上
」
と
あ
る
。
明
治
二
十
三
年
『
幕
府
刑
事

図
譜
』
序
文
に
よ
れ
ば
「
天
保
年
間
よ
り
五
十
有
余
年
毎
年
千
人
以

上
二
千
人
以
下
の
処
刑
」
と
あ
る
。
死
体
埋
葬
の
深
さ
三
尺
と
規
定

さ
れ
て
も
、
事
実
は
さ
ら
に
浅
い
も
の
の
ど
と
く
、
洪
水
は
泥
土
を

積
も
ら
せ
る
乙
と
な
く
却
っ
て
地
表
を
洗
い
、

『
蘭
学
事
始
』
に
は

「
刑
場
に
野
ざ
ら
し
に
な
り
し
骨
ど
も
を
拾
ひ
と
り
て
」
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

(
群
馬
県
太
田
市
)

蘭
学
事
始
の
研
究

内
山

孝

蘭
学
事
始
と
い
う
の
は
、
わ
が
く
に
に
西
洋
文
化
が
オ
ラ
ン
ダ
に

よ
っ
て
伝
来
し
た
は
じ
め
の
と
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
前
野
良

沢

・
杉
田
玄
白

・
中
川
淳
庵
な
ど
に
よ
っ
て
和
訳
出
板
さ
れ
た
「
解

体
新
書
」

(
安
永
三
年
、

(19) 

一
七
七
四
)
で
あ
る
。

今
か
ら
丁
度
二
百
年

前
で
あ
り
、
記
念
の
年
に
あ
た
る
。

蘭
学
以
前
、

一
五
四
三
年
(
天
文
十
二
)
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
種
ケ

島
に
来
航
し
、
次
い
で
ス
ペ
イ
ン
人
も
来
朝
し
た
。
さ
ら
に
一
五
四

九
年
(
天
文
十
八
)
に
吋

E
ロ
nF
m
n
O

門

HO
M
由
三
日

が
鹿
児
島
に
来
朝

し
、
切
支
丹
宗
と
切
支
丹
文
学
を
は
じ
め
、
南
蛮
流
外
科
と
い
う
西

洋
の
医
術
が
伝
え
ら
れ
た
。
乙
の
南
蛮
時
代
は

一
五
四
三
年
か
ら
一

六
四
一
年
(
寛
永
十
八
)
ま
で
の
約
百
年
の
聞
で
あ
る
。

切
支
丹
の
布
教
が
行
わ
れ
、
わ
が
く
に
に
根
を
お
ろ
し
た
が
、
島

原
の
乱
の
よ
う
な
事
件
も
あ
り
、
蝉
圧
と
鎖
国
政
策
が
行
わ
れ
、
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本
の
信
者
を
は
じ
め
多
く
の
南
蛮
人
も
殺
さ
れ
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
と

ス
ペ
イ
ン
人
は
追
放
さ
れ
、
切
支
丹
は
厳
禁
さ
れ
た
。

し
か
し
、
例
え
ば
宣
教
医

F
巳
印
仏
O

〉
-
B色
色
白
ー
に
よ
っ
て
病
院

が
建
て
ら
れ
、
無
料
で
南
蛮
医
術
に
よ
り
診
療
が
行
わ
れ
た
。

乙

の

南
蛮
時
代
に
代
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
は
新
教
の
国
で
あ
る
の
で
来
朝
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。

南
蛮
も
オ
ラ
ン
ダ
も
貿
易
を
主
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
西
洋
の
文

化
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
と
医
術
が
伝
え
ら
れ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
と
の
関

係
は
明
治
維
新
一
八
六
八
年
以
後
も
し
ば
ら
く
続
い
た
か
ら
約
二
百

三
十
年
の
長
期
に
百
一
っ
て
い
る
。
し
か
し
蘭
学
者
と
呼
ば
れ
る
人
々

に
も
は
げ
し
い
弾
圧
が
行
わ
れ
た
ζ

と
も
あ
っ
た
。
南
蛮
渡
来
か
ら

明
治
維
新
ま
で
の
約
三
百
二
十
五
年
間
に
亘

っ
て
西
洋
文
化
が
伝
来

し
た
乙
と
に
な
る
。

そ
の
間
に
あ
っ
て

同
・
〉
・
関
巳
B
己的

の
叶白
σロ
E
O
〉
ロ
巳
o
g
k白mv

見
出

の
和
訳
が
な
さ
れ
、

解
体
新
書
が
出
板
さ
れ
た
の
を
、
き
つ

か
け
と
し
て
、
諸
種
の
学
問
の
本
の
和
訳
が
な
さ
れ
、
蘭
学
時
代
と

い
っ
て
よ
い
ほ
ど
盛
ん
に
な
っ
た
。

ζ

の
よ
う
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
、
医
学
に
限
っ
て
み

て
も
、
蘭
学
以
前
に
東
洋
医
術
に
よ
り
診
療
し
て
い
た
人
の
聞
に
、
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人
体
の
構
造
機
能
に
つ
い
て
の
疑
問
が
も
た
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
、
例
え
ば
山
脇
東
洋
は
京
都
で
人
体
解
剖
ぞ
観
、

河
口
信
任
は
同
様
に
京
都
で
自
ら
人
体
解
剖
を
試
み
て
い
る
。
オ
ラ

ン
ダ
の
本
の
図
と
実
際
と
を
比
べ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
と
日
本
と
は
遠
い

国
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
全
く
よ
く
一
致
す
る
乙
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
機
運
の
時
代
に
あ
っ
て
解
体
新
書
が
出
板
さ
れ
た
の

で
、
解
剖
学
だ
け
で
な
く
生
理
学
、
内
科
、
外
科
、
小
児
科
な
ど
の

(20) 

本
が
和
訳
さ
れ
、
ま
た
化
学
、
植
物
学
な
ど
の
本
も
和
訳
さ
れ
る
よ

う
K
な
っ
た
。

と
の
よ
う
に
し
て
蘭
学
時
代
は
一
七
七
四
l
一
八
六

八
年
の
約
百
年
の
間
続
い
た
。
し
か
し
こ
の
時
代
に
も
東
洋
医
術
の

診
療
は
行
わ
れ
て
い
た
。

ζ

れ
は
東
洋
医
術
の
診
療
は
永
い
年
月
に

亘
る
経
験
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
り
、
人
々
で
は
少
数
の
人
に
よ
っ

て

行
わ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
が
、
大
切
な
も
の
を
内
蔵
し
て
い
る
。

杉
田
玄
白
も
診
療
に
は
東
洋
医
術
に
よ
っ
て
い
る。

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
来
朝
し
た
一
五
四
三
年
は
西
洋
で
は
ル
、
不
ッ
サ

ン
ス
時
代
で
、

乙
の
年
に

戸
打
。
勺

0
5
k
g
の
地
動
説
を
記
し
た



「
天
体
の
運
行
に
つ
い
て
」
と
〉
・〈

2
丘一

5
の
「
人
体
の
構
造
」

の
本
が
出
版
さ
れ
た
年
で
あ
る
。
大
宇
宙
と
小
宇
宙
と
い
わ
れ
る
人

体
に
つ
い
て
の
創
造
的
研
究
の
成
果
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
西
洋
の
文
化
創
造
が
日
本
に
伝
来
し
た
が
、
レ
、
干
ツ

E

J

E

，
 

サ
ン
ス
時
代
の
宗
教
改
革
(
一
五
一
七
〉
は
伝
来
し
な
い
で
反
対
運
動

(
一
五
三
八
)

の
立
役
者
ザ
ビ
エ
ル
が
来
朝
し
た
の
で
切
支
丹
が
伝
来

し
た
。東

洋
文
化
は
奈
良
時
代
に
伝
来
し
、
永
い
聞
に
亘
っ
て
日
本
文
化

に
と
り
入
れ
ら
れ
た
。
そ
乙
に
新
ら
し
く
蘭
学
に
よ
っ
て
西
洋
文
化

が
と
り
入
れ
ら
れ
る
道
が
ひ
ら
か
れ
た
。

ζ

こ
に
重
要
な
意
義
が
あ

る
。
東
洋
文
化
の
伝
来
以
前
か
ら
日
本
文
化
は
あ
っ
た
か
ら
、
外
来

文
化
を
と
り
入
れ
る
乙
と
が
で
き
た
と
思
う
。
し
か
し
東
西
文
化
の

伝
来
に
よ
り
日
本
文
化
は
著
し
く
発
達
し
た
乙
と
は
い
う
ま
で
も
な

し、
。

な
お
蘭
学
時
代
に
も
独
創
性
の
あ
る
研
究
が
あ
る
。
例
え
ば
外
科

の
華
岡
青
州
、
産
科
の
賀
川
子
玄
と
そ
の
流
れ
、
生
理
学
の
伏
屋
琴

坂
と
同
志
の
人
々
の
研
究
な
ど
を
挙
げ
る
乙
と
が
で
き
る
。

明
治
維
新
の
後
に
は
、
医
学
で
は
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
ド
イ
ツ
医
学
を

は
じ
め
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
医
学
な
ど
も
急
速
に
伝
え
ら
れ
、
著
し

い
発
展
を
し
た
。
第
二
次
世
界
戦
の
後
に
は
ア
メ
リ
カ
の
医
学
が
急

速
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
。

乙
れ
を
考
え
る
と
、
蘭
学
事
始
が
西
洋
文

化
伝
来
の
は
じ
め
を
な
す
も
の
で
、
日
本
の
文
化
史
の
上
か
ら
も
重

要
な
窓
義
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

今
後
の
日
本
文
化
の
発
達
は
、
乙
れ
を
医
学
に
限
っ
て
見
る
と
、

東
洋
医
術
の
研
究
と
西
洋
医
学
の
発
達
に
よ
る
と
同
時
に
そ
れ
ら
を

根
祇
と
し
て
日
本
に
お
い
て
独
創
性
の
あ
る
研
究
の
進
展
が
期
待
さ

れ
る
と
い
う
乙
と
が
で
き
る
。
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ク
ル
ム

ス
解
剖
書
の
脚
注
と

「重
訂
解

体
新
書
」

大
鳥
蘭
三
郎

『
解
体
新
書
』
は
杉
田
玄
白
た
ち
が
、
主
と
し
て
ク
ル
ム
ス
解
剖

書
3

〉
ロ
包
0
5
2
n
y
o
、
吋
包
巾
己
叩
ロ
ョ

の
蘭
訳
版

a
O
己】冊。門
H
W
ロロ円四百
O

Z
問。-8
3
を
訳
述
し
た
、

ま
さ
に
画
期
的
な
書
物
で
あ
る
と
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
は
じ
め
て
の
乙
乙
ろ
み
で
あ
っ
た
だ

け
に
、
厳
密
に
い
え
ば
『
解
体
新
書
』
の
出
来
ば
え
は
十
分
と
は
い

え
ぬ
も
の
が
多
か

っ
た
の
は
一
面
か
ら
い
え
ば
無
理
か
ら
ぬ
と
ζ

ろ

で
あ
っ
た
。

杉
田
玄
白
も
乙
の
乙
と
は
よ
く
心
得
て
い
て
、
高
弟
の
大
槻
玄
沢

に
『
解
体
新
書
』
の
改
訂
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
『
重
訂
解
体
新
書
』

は
乙
の
師
命
に
乙
た
え
た
結
果
で
あ
っ
た
が
、
玄
沢
は
乙
れ
に
つ
い

て
、
そ
の
附
言
の
な
か
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

h
y

タ

h

y

Z

ナ
ラ

「
但
其
起
v
功
之
初
。
参
孜
少
ν
書
。
質
問
乏
v
人
。
不
v
便
-
語
証
-。

Z

J

タ

レ

陪

フ、，

無
v
由
ニ
研
究
-。
以
v
故
其
訳
有
玉
木
-
忌
暢
-
者
上
。
雄
三
時
加
一
参
訂
-
。

ユ

9

ザ

其
功
未
ν
半
。
市
衰
老
日
逼
。
人
事
芳
午
。
因
循
不
v
果。

憾
。
因
更
命
ニ
小
子
茂

F
。
代
一
訂
正
之
任
ニ
。
茂
債
不
敏
。

識
九
安
敢
勝
三
其
仔
肩
一。
雌
v
然
師
命
之
重
。
附
嘱
之
辱
。
誼
不
ν
可-一

以
固
辞
-
。
於
ν
是
乎
。
重
取
ニ
原
書
-。
反
復
玩
味
。
審
稽
ニ
正
文
一。

細
捜
ヱ
註
証
一。
雪
量
群
書
-。
努
ニ
羅
百
氏
-。
又
屡
と
解
体
。
以
徴
ニ

諸
実
景
九

敢
奮
ニ
編
摩
之
志
九
切
償
一
紹
述
之
権
一。
歳
歴
一
干
稔
-。

稿
凡
三
易
。
雄
v
非
ニ
大
成
一。
庶
幾
粗
と
備
失
。
僧
ν
名
目
二
重
訂
解

体
新
書
九
宣
敢
恢
-
一
弘
首
緒
二
五
山
。
亦
唯
仰
継
-
一
其
志
-而
巴
。

「
細
捜
ニ
註
証
こ
と
玄
沢
が
い
っ
て
い
る

国深
無1以グ

尋予

22() 

乙
の
文
の
な
か
で
、

(22) 

「
註
証
」
と
は
ク
ル
ム
ス
解
剖
書
に
あ
る
脚
註
の
乙
と
で
、

『
解
体

新
書
』
で
は
す
べ
て
省
略
さ
れ
て
い
る
。
玄
沢
は
乙
の
「
註
証
」
を

「
乙
ま
か
に
捜
り
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
と
で
、
私
は
玄
沢
が
ク
ル
ム
ス
解
剖
警
の
脚
註
を
ど
の
よ
う
に

取
扱
っ
て
い
る
か
を
知
る
た
め
に
、
ク
ル
ム
ス
解
剖
書
の
蘭
訳
版
の

脚
註
に
つ

い
て
調
べ
て
み
た
。

乙
乙
で
は
そ
の
結
果
を
報
告
し
、
玄

沢
が
『
解
体
新
書
』
に
ど
の
よ
う
に
「
重
訂
」
を
加
え
た
か
を
知
る

一
助
と
し
た
い
と
考
え
た
。



い
わ
ゆ
る
タ
l
ヘ
ノレ

-
ア
ナ
ト
ミ
ア

に
つ
い
て

(
そ
の
三
)
序
文

酒
井

恒蘭
訳
者

。
・

い
わ
ゆ
る
タ

l
ヘ
ル

・
ア
ナ

ト

ミ
ア
の
序
文
は
、

ロ
F
n
H
O

ロ
が
思
師

向

ω-
KF
5
5
5
に
さ
さ
げ
る
文

六
ペ
ー
ジ
、
訳

者

。
・ロ
-2
0ロ
の
序
文

十
二
ペ
ー
ジ
お
よ
び
原
著
者
』
・
〉
・
穴
己
l

B
5
の
序
文

四
ペ
ー
ジ
の
三
部
よ
り
成
る
。

第
一
部
で
は
、
訳
者
が
解
剖
学
の
教
え
を
受
け
た
恩
師
に
対
す
る

報
思
感
謝
の
気
持
が
行
聞
に
満
ち
あ
ふ
れ
で
い
る
。

〉

5
5
5は
、

医
学
の
修
業
に
お
い
て
は
き
び
し
い
反
面
、
学
問
的
に
は
訳
者
を
よ

〉
?
、

、

く
・
幻
り
し

そ
こ
に
は
あ
た
た
か
い
師
弟
関
係
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が

訳
者
を
ζ

の
事
業
に
適
進
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
最
も
文
明

の
聞
け
た
国
民
で
さ
え
も
、
彼
ら
の
最
初
の
収
獲
を
、
多
少
と
も
思

義
を
受
け
た
も
の
に
さ
さ
げ
る
の
で
あ
る
と
表
現
し
、
訳
者
の
尊
敬

と
感
謝
の
気
持
の
し
る
し
と
し
て
乙
の
書
を
恩
師
に
さ
さ
げ
る
旨
を

述
べ
て
い
る
。
最
後
に
、
神
に
対
し
て
、
思
師
の
健
康
を
祈
り
、
恩

師
の
仕
事
の
発
展
、
更
に
、
そ
れ
が
解
剖
学
と
医
学
の
繁
栄
と
確
立

に
貢
献
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

訳
者
の
序
文
の
中
で
は
、
解
剖
学
が
医
学
お
よ
び
治
療
学
の
主
要

な
柱
で
あ
る
乙
と
を
力
説
し
て
い
る
。
当
時
、

一
部
に
は
、
解
剖
学

の
知
識
は
不
要
で
あ
る
と
の
意
見
が
あ
り
、

学
識
(
理
論
)

ま
た
、

を
軽
ん
じ
、
技
術

(
経
験
)

を
重
ん
ず
る
風
潮
が
全
般
的
に
、
特
に

上
流
社
会
に
強
く
み
ら
れ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
激
し
く
反
論
し
、

い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
て
、
解
剖
学
が
主
と
し
て
外
科
医
に
如
何

に
重
要
な
も
の
で
あ
る
か
を
説
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
体
表
の
部

(23) 

分
の
知
識
が
医
学
に
お
い
て
重
要
な
事
項
で
は
あ
る
が
、
そ
の
下
に

あ
る
脂
肪
膜
に
は
炎
症
、

化
膿
が
起
乙
り
、
そ
の
切
聞
に

腫
脹
、

は
解
剖
学
の
知
識
が
必
要
で
あ
り
、
最
も
お
そ
る
べ
き
出
血
に
対
し

て
は
、
血
管
の
位
置
、
太
さ
、
走
行
に
つ
い
て
の
知
識
が
必
要
で
あ

り
、
筋
の
知
識
が
創
傷
、
手
術
に
よ
る
運
動
障
害
の
防
止
、
治
療
と

密
接
に
関
係
し
、
内
織
の
知
識
に
よ
り
創
傷
の
致
命
度
を
知
る
と
と

が
で
き
る
ζ

と
を
述
べ
て
い
る
。
原
著
の
蘭
訳
を
志
し
た
理
由
と
し

て
、
当
時
、
他
の
国
で
は
既
に
知
ら
れ
て
い
た
発
見
等
も
、
オ
ラ
ン

ダ
語
で
書
か
れ
な
か
っ
た
た
め
に
オ
ラ
ン
ダ
で
は
知
ら
れ
ず
に
い
た

221 



と
ん
」
、

そ
の
た
め
に
オ
ラ
ン
ダ
の
有
能
、
且
つ
、
勉
強
好
き
な
外
科

医
も
医
学
徒
も
お
く
れ
を
と
っ
て
い
た
乙
と
、
ま
た
、
原
著
の
記
載

も
図
も
理
解
し
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
乙
と
に
よ
り
、
原
著
の
閲
訳

は
外
科
医
に
も
、
医
学
徒
に
も
、
す
乙
ぷ
る
役
K
た
つ
も
の
で
あ
る

と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
当
時
の
外
科
医
、

医
学
徒
は
、
既
に
用
語
と
し
て
ラ
テ
ン
語
を
用
い
て
い
た
の
で
、

れ
を
附
記
す
る
こ
と
に
よ
り
。
理
解
を
い
っ
そ
う
容
易
に
し
た
の
で

あ
る
。
訳
者
は
本
書
が
医
術
に
役
だ
っ
ζ

と
を
信
じ
つ
つ
も
、
誤
訳

に
対
す
る
世
の
非
難
を
す
と
ぷ
る
気
に
し
て
説
明
を
加
え
て
い
る
。

最
後
に
乙
の
仕
事
が
不
幸
な
人
聞
を
救
う
乙
と
に
役
立
つ
乙
と
を
念

願
し
て
い
る
。

原
著
者
の
序
文
に
よ
り
、
本
書
が
増
補
改
版
さ
れ
た
第
三
版
の
訳

で
あ
る
と
と
が
わ
か
る
。
原
著
が
書
か
れ
た
理
由
と
し
て
、
当
時
、

解
剖
学
の
満
足
す
べ
き
指
導
者
が
い
な
か
っ
た
の
で
、
原
著
者
が
、

初
め
は
、
自
分
の
聴
講
者
の
た
め
に
本
書
を
計
画
し
、
解
剖
学
を
学

ぷ
初
学
者
に
必
要
不
可
欠
な
知
識
を
、
数
少
な
い
表
に
ま
と
め
、
各

表
で
は
臓
器
の
定
義
、
位
置
J

形
状
、
構
造
、
構
成
部
分
等
を
ま
と

め
て
一
覧
し
や
す
く
し
て
、
思
考
に
便
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。

ζ

の
版
で
は
、
図
の
配
列
、
大
い
さ
を
変
え
、
自
筆
の
図
を
も
加
え
、
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註
訳
を
増
補
し
、
更
に
記
載
も
頭
か
ら
胸
、
腹
へ
と
、
自
法
の
順
に

従
っ
て
、
医
学
校
の
自
習
に
使
な
ら
し
め
た
。
第
二
十
一
図
の
誤
り

を
訂
正
し
て
、
正
確
な
記
録
図
が
正
し
い
判
断
に
は
必
要
で
あ
る
と

と
を
力
説
し
て
い
る
。
最
後
に
、
驚
く
ほ
ど
巧
妙
に
造
ら
れ
、
神
の

乙

叡
智
の
ひ
ら
め
き
と
、
全
能
の
神
が
光
り
輝
く
人
聞
の
か
ら
だ
を
共

に
み
つ
め
て
み
よ
う
と
結
ん
で
い
る
。

本
文
で
は
序
文
が
ひ
と
き
わ
難
解
で
あ
る
。
そ
れ
は
各
文
が
き
わ

め
て
長
く
、
代
名
詞
、
あ
る
い
は
関
係
代
名
詞
の
先
行
詞
が
何
で
あ

(24) 

る
か
を
決
定
し
難
い
部
分
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
名
古
屋
大
学
医
学
部
解
剖
学
第
一
講
座
)



解
体
新
書
発
刊
年
時
フ
ラ
ン

於
い
て
陶
歯
創
造
に
着
手

そ
の
後
の
経
緯
に
つ
い
て ス

に

瀬
戸

俊

欧
州
に
て
は
古
代
よ
り
義
歯
周
と
し
て
動
物
特
に
象
牙
牡
牛
の
腔

骨
河
馬
の
歯
牙
等
が
加
工
し
利
用
さ
れ
た
。
我
固
に
て
は
徳
川
初
期

の
頃
牛
骨
累
積
白
植
黄
楊
木
蝋
石
等
が
用
い
ら
れ
た
が
陶
材
の
如
き

物
質
で
は
な
か
っ
た
。
鉱
物
性
歯
牙
製
作
に
手
を
つ
け
た
の
は

一
七

一
O
年
フ
ラ
ン
ス
の

。EZ
0
8
0白ロ

で
白
蝋
に
乳
香
を
加
え
た
も

の
で
あ
っ
た
。
後
パ

リ
の
薬
剤
師

ロ

E
E丹

市

E
で
あ
る
。
彼
の
義

歯
は
河
馬
の
歯
牙
を
用
い
て
あ
り
薬
品
に
よ
る
汚
染
と
悪
臭
に
悩
ま

さ
れ
一
七
七
四
年
パ
リ
の
陶
工

。ロぬ円
}
g
H-Q

に
依
頼
し
、
世
界
に

於
け
る
最
初
の
陶
材
に
よ
る
開
歯
創
作
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
。
と

の
年
乙
そ
日
本
に
於
け
る
解
体
新
害
発
刊
の
年
に
相
当
す
る
わ
け
で

あ
る
。
勿
論
乙
れ
は
着
手
し
た
時
で
あ
っ
て
完
成
ま
で
に
は
相
当
の

年
月
を
要
し
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
原
型
が
窯
焼
後
収
縮
し
過
ぎ

た
り
、
ま
た
大
き
過
ぎ
た
り
、
長
短
の
バ
ラ
ン
ス
が
思
ふ
に
ま
か
せ

ず
幾
度
か
失
敗
に
失
敗
を
重
ね
た
わ
け
で
あ
る
。

色
も
天
然
歯
よ
り
も
白
色
に
近
く
実
用
に
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ

っ

た
。
黄
色
を
お
び
さ
せ
る
た
め
第
二
窯
焼
も
行

っ
た
が
成
功
せ
ず
、

高
度
計
に
て
一
二
。

c
l
二
五
。
C
に
て
焼
く
問
材
を
利
用
し
て
も
み

た
が
そ
れ
と
も
充
分
で
は
な
か
っ
た
。
そ
ζ

で
臨
床
歯
科
医
で
あ
る

zkg-
g
ロロ
σ
o
u
n
F
O
B
E同
に
相
談
し
そ
の
専
門
的
知
識
を
充

分
取
り
入
れ
る
乙
と
と
し
た
。
そ
の
結
果
彼
等
は
陶
材
中
に
煙
管
泥

と
着
色
土
類
の
一
定
誌
を
混
和
し
た
糊
剤
を
作
り
、
今
ま
で
よ
り
一

(25) 

居
低
温
に
よ
る
窯
焼
を
試
み
る
乙
と
に
よ
り
漸
く
実
用
化
へ
の
道
に

曙
光
が
見
出
さ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。

乙
の
問
歯
は
未
完
成
の
も
の

で
は
な
い
の
に
も
拘
ら
ず
歯
科
医
で
な
い

り己

ngz白己
は
事
業
化

し
忽
ち
に
し
て
失
敗
し
た
。
そ
し
て
一
切
陶
歯
の
仕
事
よ
り
手
を
引

い
た
の
で
あ
る
。
唯
そ
の
製
造
法
の
み
は
パ
リ
l
王
立
科
学
翰
林
院

に
報
告
し
賞
讃
を
博
し
た
こ
と
の
み
記
録
さ
れ
た
。

ny巾
円
出
血
HH
同
lま

乙
れ
に
改
良
を
加
え
フ
ォ
テ
ン
プ
ロ
ゥ
、
サ
ン
ド
、
ア
リ
カ
ン
ド
、

リ
]
ダ
、
泥
灰
石
、
赤
色
酸
化
鉄
、

コ
バ
ル

ト
を
混
合
し
、
収
縮
色

択
等
は
初
期
の
目
的
を
達
す
る
に
至
っ
た
。
彼
は
一
八
八
九
年
間
歯
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製
作
法
を
バ

リ
l
王
立
科
学
翰
林
院
並
び
に
バ

リ
1
医
科
大
学
に
報

告
し
ル
イ
一

六
世
よ
り
特
許
権
を
獲
得
し
た
。

乙
の
特
許
に
つ
い
て

は
発
案
者
で
あ
る

ロ
ロ
岳
巳

g
ロ
パ
リ
!
の
多
数
の
歯
科
医
、
侍
医

司
o
c
n
O己
等
が
無
効
の
訴
を
起
し
た
が
、
裁
判
所
で
は

り
E
Y
E
gロ

が
一
時
乙
の
仕
事
を
放
棄
し
約
一

O
年
を
経
過
し
た
事
実
に
基
づ
き

ハ
U
F
O
B白
ロ
同

の
勝
利
と
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
パ

リ
l
の
革
命
後
彼

は
英
国
に
渡
り
一
七
九
二
年
よ
り
二
五
年
間
陶
歯
の
優
秀
さ
を
出
版

物
と
し
て
宣
伝
し
た
。
然
し
乙
れ
と
て
も
や
は
り
揺
藍
期
で
あ
り
、

句。ロの。己
w

司
O
ロ』
n

等
フ
ラ
ン
ス
人
に
よ
る
改
良
が
見
ら
れ
、
英
国

に
て
は
宝
石
商
の

の
E
ロ
n
v
E凹
白
各

が
一
八
一
四
年
に
歯
科
医

、H
，
V
O
呂田
O
ロ

に
依
頼
し
陶
歯
製
作
に
着
手
成
功
今
日
の
大
会
社
の
基

礎
を
築
い
た
の
で
あ
る
。

欧
州
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
の
に
は
諸
説
あ
る
が
一
八

O
七
年

』O
F
O
ロ
の
円
巾
g
d司0
0
円四

(
H
4
2
1
H∞H
S
実
験
の
た
め
ア
メ
リ
カ
に
持

ち
帰
っ
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
そ
の
後

〉ロ

5
ロ
切
ロ
ロ

か
ら

司
O
ロ官

作
の
も
の
も
の
を
貰
っ
た
と
い
う
。
実
用
的
と
し
て
は
一
八
一
七
年

フ
ラ
ン
ス
の
歯
科
医
〉
・
〉
HVEEOロ
が
パ
リ
ー
よ
り
フ
ィ
ラ
デ
ル

フ
ィ
ア
に
持
参
し
開
業
に
応
用
し
た
の
が
米
国
で
の
最
初
と
い
え
よ

ぅ
。
そ
の
形
色
材
質
は
全
く
素
雑
で
あ
り
前
歯
は
割
れ
た
腕
豆
の
如

224-

く
唇
面
は
円
く
舌
面
は
平
坦
で
あ
っ
た
。

ζ

の
平
坦
面
を
横
切
っ
て

縦
に
半
円
に
溝
が
あ
り
各
側
に
白
金
の
小
片
が
挿
入
し
て
あ
っ
た
。

乙
の
溝
は
金
線
の
薄
の
た
め
で
そ
の
廻
り
に
白
金
の
尖
端
を
突
込
み

金
属
の
上
に
金
属
の
接
合
物
が
流
さ
れ
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
金
線

は
歯
牙
に
と
り
つ
け
ら
れ
で
あ
っ
た
。

一
八
二
五
年
米
国
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の

ω白
B
5戸
当
・

ω
g
n
k
I

件。ロ

が
着
手
五
年
後
売
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
後
、
彼
の
甥
が

』o
y
ロ

4
〈
町
広
巾
白
ロ
門
戸
ロ
向
ロ
ハ
いロ円円同日
、
と
い
う
会
社
を
作
り
、
今
日
の

ω・
ω・

(26) 

当
FEw-no
と
発
展
し
た
。
現
在
で
は
陶
歯
歯
科
材
料
諸
器
械
総
べ

て
に
渉
り
最
も
優
れ
た
製
品
を
世
界
に
送
り
出
し
て
い
る
。

日
本
に
於
い
て
は
一
八
九

O
年
渡
辺
良
斎
が
陶
歯
製
作
に
付
専
売

特
許
を
得
て
い
る
。
同
氏
は
翌
年
蟻
孔
を
有
す
る
陶
歯
を
作
り
、
同

年
末
洋
銀
鋲
陶
歯
を
作
っ
て
特
許
を
得
て
い
る
。
そ
の
後
二
年
を
経

て
陶
歯
焼
用
マ
ッ
フ
ル
と
歯
頚
部
焼
髭
を
見
る
問
歯
等
に
よ
る
特
許

を
獲
得
し
た
。

事
業
化
と
し
て
は
松
風
間
歯
製
造
株
式
会
社
を

一
九
二
二
年
京
都

に
創
立
し
今
日
に
及
ん
で
い
る
。
そ
の
盛
業
振
り
は
東
西
両
洋
に
響



き
見
る
べ
き
も
の
多
大
で
あ
る
。
ま
た
他
に
も
数
社
乙
れ
に
劣
ら
ぬ

会
社
の
あ
る
は
我
国
歯
科
業
界
の
喜
乙
ぶ
べ
き
現
象
で
あ
る
。

む

す

び

乙
の
た
び
乙
の
講
演
を
紹
介
す
る
所
以
は
間
歯
創
造
年
代
が
解
体

新
書
発
刊
の
年
に
相
当
し
て
い
る
。
陶
歯
創
作
は
歯
科
医
学
発
達
史

上
重
大
事
実
で
あ
る
。
本
文
当
初
に
述
べ
た
通
り
古
代
欧
州
に
て
は

義
歯
周
と
し
て
河
馬
の
歯
牙
象
牙
牡
牛
の
腔
骨
、
日
本
に
て
は
黒
檀

白
檀
黄
楊
木
蝋
石
で
あ
っ
た
。

乙
の
年
に
至
り
世
界
最
初
の
陶
材
に

よ
る
陶
歯
創
作
に
着
手
し
た
ζ

と
は
注
目
す
べ
き
と
と
で
あ
り
、
現

在
な
お
乙
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
こ
と
は
忘
れ
て
な
ら
ぬ
事
柄
で
あ

る

/ 

解
体
新
書
出
版
後
の
利
用

石
原

明

「
解
体
新
書
」

は
周
知
の
如
く
、
安
永
三
年
(
一
七
七
一
)
八
月
に

公
刊
さ
れ
た
。
本
文
四
巻
、
図
一
巻
の
五
冊
で
あ
る
が
、
杉
田
玄
白

ら
が
翻
訳
を
志
し
て
か
ら
、
わ
ず
か
に
三
年
半
ば
か
り
。
原
禍
の
ほ

ぼ
成
っ
た
の
は
一
年
半
に
み
た
な
い
。

わ
が
国
空
前
の
し
ど
と
と
し
て
は
驚
く
べ
き
ス
ピ
ー
ド
で
あ
っ
た
。

(27) 

翻
訳
に
つ
い
て
の
苦
心
談
は
杉
田
玄
自
の
回
想
録
で
あ
る
「
蘭
学
事

「
解
体
新
書
」
が
公
刊
さ
れ
て
か
ら
そ

始
」
の
中
に
く
わ
し
い
が
、

の
後
、
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
詳
し
い

記
録
に
之
し
い
。
京
都
の
小
石
家
で
は
こ
れ
を
テ
キ
ス
ト
に
講
義
し

た
と
い
わ
れ
る
が
、
原
資
料
は
残
っ
て
い
な
い
。

ク
ル
ム
ス
解
剖
書
の
ジ
ク
テ
ン
蘭
訳
本
の
本
文
の
み
を
訳
し
て
漢

文
と
し
た
「
解
体
新
書
」
は
、
原
文
と
訳
文
を
比
較
し
て
み
る
と
か

な
り
の
誤
訳
や
思
い
違
い
の
あ
る
乙
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

玄
自
の
語
学
力
の
不
足
と
ば
か
り
は
責
め
ら
れ
な
い
。
玄
白
自
身
そ
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の
乙
と
を
痛
感
し
て
、
完
全
訳
を
高
弟
の
大
槻
玄
沢
K
嘱
し
た
。
玄

沢
の
改
訳
増
補
に
な
る
「
重
訂
解
体
新
書
」
は
、

寛
政
一

O
年
(
一

七
九
八
)
に
脱
稿
し
た
が
公
刊
さ
れ
た
の
は
文
政
九
年
(
一
八
二
六
)

ζ

ょ
っ
こ
o

t
-
-
T
T
 

と
ζ

で
ど
紹
介
す
る
資
料
は
横
浜
市
大
医
学
'部
分
館
に
か
つ
て
寄

贈
さ
れ
た
鈴
木
文
庫
の
書
入
本
で
あ
る
。
初
版
の
「
解
体
新
書
」
に

加
筆
さ
れ
た
内
容
か
ら
、

「
解
体
新
書
」
が
刊
行
い
ら
い
ど
の
よ
う

に
利
用
さ
れ
た
か
を
推
測
す
る
傍
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
巻
頭
か
ら
、
吉
雄
耕
牛
の
序
に
つ
い
て
、
中
国
古
典
の
出
所

を
す
べ
て
明
記
し
、
ク
ル
ム
ス
の
序
に
つ
い
て
も
か
な
り
註
を
加
え

て
い
る
。
中
に
つ
い
て
グ
橋
本
云
H

と
あ
る
朱
書
は
明
か
に
橋
本
曇

斎
の
意
見
と
認
め
ら
れ
、
引
用
書
に
は
語
尾
の
人
名
の
発
音
に
訂
正

を
加
え
て
あ
る
。
図
は
本
文
を
そ
の
ま
ま
写
し
て
朱
書
し
た
如
く
で

あ
る
が
、
本
文
誤
訳
を
正
し
て
い
る
と
乙
ろ
も
少
く
な
い
。

本
文
書
入
れ
は
数
百
項
目
に
わ
た
り
、
欄
外
註
に
は
当
時
未
訳
の

蘭
書
の
説
を
採
用
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、

た
と
え
ば
「
和
名

抄
」
な
ど
の
日
本
古
典
は
お
ろ
か
、
中
国
の
古
典
、
字
書
を
多
数
引

用
し
、
仏
経
ま
で
参
照
し
て
い
る
。

お
し
む
ら
く
は
ζ

の
本
、
本
館
入
庫
の
際
の
鈴
木
氏
と
直
接
関
係
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が
あ
る
か
否
か
未
調
で
あ
る
が
、
巻
頭
見
返
し
K

M田
川
4

の
署
名

あ
り
、
本
紙
第
一
張
の
右
K

M小
田
志
村

中
村
本
d

と
あ
る
の
が

ひ
と
つ
の
て
が
か
り
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
か
ほ
ど
ま
で
「
解
体
新
書
」
に
と
り
く
ん
だ
先
哲

に
多
大
の
敬
意
を
拡
う
と
と
も
に
刊
行
後
に
こ
れ
ほ
ど
研
究
が
加
え

ら
れ
た
と
い
う
一
例
を
高
く
評
価
し
た
い
。

因
み
に
、

「
解
体
新
書
」
は
そ
れ
ほ
ど
多
数
刊
行
し
な
か
っ
た
ら

し
い
。
私
見
で
は
グ
亀
甲
六
角
く
ず
し
紋
カ
ラ
摺
u

の
暗
黄
色
表
紙

(23) 

の
も
の
が
初
版
初
刷
で
あ
り
、
無
紋
黄
泥
表
紙
は
再
刷
、
ア
ズ
キ
色

ま
た
は
暗
緑
色
表
紙
は
さ
ら
に
そ
の
後
の
増
刷
と
考
え
ら
れ
る
。

(
横
浜
市
立
大
学
助
歓
授
)



享
保
十
四
年
の
蘭
書
和
解

「西
説
伯
楽
必
携
」
に
つ
い
て

坂
本

勇

江
戸
幕
府
は
鎖
国
令
下
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
和
蘭
商
館
に
秀

れ
た
洋
馬
を
注
文
し
て
、
馬
匹
改
良
ま
た
増
産
等
を
広
く
奨
励
し
て

と
の
こ
と
は
兵
馬
の
権
の
維
持
と
尚
武
振
興
の
た
め
の
政

策
と
考
え
ら
れ
る
。

、，-夕、川
、

'hv
今
れ
ふ
ん

と
く
に
八
代
将
軍
吉
宗
の
時
世
に
は
、
三
固
に
わ
た
り
将
軍
家
御

用
馬
が
輸
入
さ
れ
、
享
保
十
年
(
一
七
二
五
)
七
月
に
は
長
崎
出
島
に

ぺ
ル
シ
ヤ
馬
三
頭
、
ジ
ヤ
ワ
馬
二
頭
が
到
着
し
た
。
乙
の
と
き
輸
送

責
任
者
と
し
て
来
日
し
た
の
が
、
馬
医
学
、
牧
場
の
飼
育
管
理
法
或

い
は
乗
馬
術
等
を
修
め
た
ハ
ン
ス

・ユ

l
ゲ
ン・

ケ
イ
ゼ
ル

出白ロ
印

一「口同問。ロ

問。

cs-
(一
六
九
九
|
一
七
三
五
)
で
あ
る
。
幕
府
に
差
出

し
た
文
書
に
よ
れ
ば
ケ
イ
ゼ
ル
を
和
蘭
人
と
記
載
し
て
い
る
が
、
実

は
ハ
ン
プ
ル
グ
生
れ
の
ド
イ
ツ
人
で
教
養
豊
か
な
二
十
六
才
の
青
年

で
あ
っ
た
。
従
来
の
例
に
よ
れ
ば
輸
送
の
大
任
を
果
し
た
商
館
関
係

者
は
間
も
な
く
帰
国
し
て
い
る
が
、
ケ
イ
ゼ
ル
が
馬
学
に
関
す
る
知

識
の
深
い
こ
と
を
、
商
館
長
の

Hogロロ
g
叶}百円目。ロ
加
が
長
崎
奉

行
石
河
土
佐
守
に
報
告
し
た
の
で
、
彼
の
テ
ス
ト
が
行
わ
れ
る
乙
と

に
な
り
、
其
の
通
弁
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
が
今
村
市
兵
衛
英
生

(一占ハ

七
一
|
一
七
三
六
)
で
あ
る
。

今
村
英
生
は
世
襲
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
の
長
崎
今
村
家
三
代
目
で
、
十

一
才
の
頃
か
ら
父
の
市
左
衛
門
や
出
島
の
蘭
人
か
ら
和
蘭
語
を
口
会

話
で
学
び
、
元
禄
三
年

(
一
六
九
O
)
二
十
才
の
折
に
は
長
崎
に
来
た

ケ
ン
ぺ
ル

開口
ぬ巾
】σ
ゆ
え
阿
ハ
抗
日目】向
。
円

に
逢
い
、
ま
た
新
井
白
石
と

(29) 

親
し
く
宝
永
六
年
(
一
七
O
九
)
密
入
国
の
宣
教
師
シ
ド
ッ
チ

の
5
1

〈
出
口
旦
切
白
凹片山
印
g
ω
E
O
H
Z
と
白
石
の
対
話
が
江
戸
で
行
わ
れ
た
時

ア
」
み
」
匹

、

そ
の
通
弁
を
務
め
て
い
る
。
さ
ら
に
英
生
は
通
詞
だ
け
で
な

く
本
草
学
研
究
者
と
し
て
も
知
ら
れ
、
の
ち
に
御
用
方
兼
通
詞
回
附

と
い
う
此
の
役
職
の
最
高
地
位
に
就
任
し
た
。

英
生
が
長
崎
奉
行
と
ケ
イ
ゼ
ル
の
聞
に
交
わ
さ
れ
た
十
五
条
の
問

答
を
は
じ
め
て
通
弁
し
た
の
は
享
保
十
年
九
月
で
、
我
が
固
に
西
洋

流
馬
学
が
伝
来
し
た
と
と
に
な
る
が
、
翻
訳
さ
れ
た
文
書
は
直
ち
に

江
戸
に
送
ら
れ
評
議
の
結
果
、
ケ
イ
ゼ
ル
は
以
後
十
年
間
滞
在
し
て
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馬
事
発
展
に
多
大
の
貢
献
を
及
ぼ
す
と
と
に
な
っ
た
。
英
生
五
十
五

才
の
時
で
あ
る
。

幕
府
当
局
の
御
尋
書
の
形
式
で
行
わ
れ
た
質
問
は
長
崎
奉
行
を
通

し
て
和
蘭
商
館
に
送
付
さ
れ
、
ケ
イ
ゼ
ル
の
答
は
誠
実
可
嘩
で
あ
り
、

英
生
の
翻
訳
も
ま
た
適
正
で
あ
っ
た
の
で
、
享
保
十
二
年
を
中
心
に

其
の
和
解
上
達
は
数
固
に
及
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
翌
十
三
年
か
ら
は

ケ
イ
ゼ
ル
が
持
参
し
た
馬
術
、

馬
療
書
、

本
草
(
薬
物
)
書
等
に
関

す
る
オ
ラ
ン
ダ
本
の
翻
訳
に
も
着
手
す
る
と
と
に
な
っ
た
。

解
体
新
書
が
原
著
タ
l
ヘ
ル

・
ア
ナ
ト
ミ
ア
に
載
る
解
剖
図
譜
か

ら
翻
訳
を
開
始
し
た
よ
う
に
、
西
説
伯
楽
必
携
の
場
合
は
問
答
通
弁

か
ら
始
ま
り
、
蘭
書
翻
訳
に
進
ん
で
い
る
。

英
生
と
ケ
イ
ゼ
ル
は
享
保
十
四
年
八
月
江
戸
に
召
出
さ
れ
、
御
浜

御
殿
(
現
在
の
浜
離
宮
庭
園
)
に
一
室
を
賜
り
、
翻
訳
事
業
の
完
成
を
急

ぐ
乙
と
に
な
っ
た
が
、
杉
田
玄
自
ら
の
立
場
と
違
い
ま
と
と
に
恵
ま

れ
た
官
命
業
務
で
あ
る
。
翌
十
五
年
三
月
に
は
一
応
原
稿
が
ま
と
ま

り
、
先
き
の
問
答
集
と
馬
術
、
外
科
手
術
の
実
技
の
記
録
等
も
併
せ

て
、
十
六
年

(
一
七
三
一
)
iζ 

「
蘭
書
和
解
西
説
伯
楽
必
携
」

「
阿
蘭
陀
馬
養
書
」
五
巻
が
刊
行
さ
れ
た
。
今
村
市
兵
衛
英
生
が
最

初
の
通
弁
に
従
事
し
て
か
ら
五
年
を
要
し
た
乙
と
に
な
り
、
彼
は
す
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で
に
六
十
才
を
迎
え
て
い
た
。

タ
i
ヘ
ル

・
ア
ナ
ト
ミ
ア
が
ド
イ
ツ
で
発
行
さ
れ
、
そ
の
蘭
訳
書

を
杉
田
玄
自
ら
が
入
手
し
た
よ
う
に
、
本
書
に
つ
い
て
も
其
の
原
著

の
存
在
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
未
発
見
で
あ
る
。
写
本
に
は
当
時
の

馬
体
解
剖
の
名
称
、
病
名
と
治
療
法
、
薬
物
名
等
が
記
述
さ
れ
て
い

る
が
、
と
く
に
薬
物
は
医
学
と
共
通
し
て
い
る
の
で
、
医
史
学
会
例

会
で
改
め
て
発
表
の
機
会
を
得
た
く
希
っ
て
い
る
。

西
説
伯
楽
必
携
が
刊
行
さ
れ
た
翌
々
年
の
享
保
十
八
年
(
一
七

(30) 

、、J

に
玄
白
誕
生
、
解
体
新
書
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
安
永
三
年
(

七
七
四
)

で
あ
る
か
ら
、
西
説
伯
楽
必
携
か
ら
四
十
三
年
後
に
な
り
、

大
槻
如
電
博
士
は
「
新
撰
洋
学
年
表
」
の
な
か
で
「
蘭
書
翻
訳
此
書

を
最
先
と
す
べ
し
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
此
の
蘭
書
和
解

は
幕
府
役
人
で
あ
る
通
詞
が
官
命
で
翻
訳
。
し
か
も
一
部
の
関
係
者

だ
け
が
入
手
し
た
限
定
版
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
解
体
新
書
翻
訳

に
伴
う
諸
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
蘭
学
界
ま
た
日
本
文
化
に
与
え
た
影

名

響
の
よ
う
な
も
の
は
本
書
か
ら
は
引
き
出
せ
な
い
。
そ
の
な
か
で
仙

台
藩
の
蘭
方
医
家
大
概
玄
調
停
が
西
説
伯
楽
必
携
を
机
右
に
置
き
、
落



主
の
命
で
蘭
書
か
ら
馬
の
去
勢
術

w
g可
E
Eロ
に
関
す
る
翻
訳
に

従
事
し
た
折
の
参
考
資
料
に
供
し
た
乙
と
、
ま
た
将
軍
慶
喜
の
侍
医

で
あ
っ
た
坪
井
信
良
が
静
岡
に
移
っ
た
維
新
の
回
、
オ
ラ
ン
ダ
獣
医

牧
畜
普
か
ら
翻
訳
し
て
「
獣
医
全
苫
」
と
題
す
る
獣
医
学
教
科
記
を

出
版
し
て
い
る
な
ど
、
西
説
伯
楽
必
携
の
流
れ
は
聞
方
医
学
と
獣
医

学
の
混
和
し
た
中
で
、
明
治
の
近
代
化
ま
で
つ
づ
い
て
い
た
。

(
順
天
堂
大
学
医
学
部
)

小
浜
に

b
け
る
杉
田
、
中
川
家
の
新
資
料

田
辺

賀
啓

・
河
原

朝
夫

小
畑
昭
八
郎

杉
田
、
中
川
家
の
小
浜
で
の
追
跡
、
造
品
に
つ
い
て
現
在
ま
で
未

探
索
で
放
置
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
再
調
査
を
し
て
明
ら
か
に
な
し

得
た
の
で
報
告
す
る
。

I 

杉
田
家
に
関
述
し
た
も
の

(31) 

1 

甫
仙
の
寄
進
し
た
も
の

大
槻
玄
沢
の
杉
田
家
三
代
略
譜
に
よ
れ
ば
、
甫
仙
は
質
朴
に
て
信

心
篤
く
、
貧
僧
な
ど
に
自
身
の
衣
な
ど
を
与
え
た
り
、
又
「
弁
天

体
若
州
羽
賀
寺
に
納
め
団
地
を
附
与
、
ま
た
石
の
不
動
明
王
一
体
同

国
宮
川
村
滝
の
口
に
納
む
:
:
:
」
と
あ
る
。

羽
賀
寺
は
霊
亀
二
年
(
七
二
ハ
)
開
山
、
元
正
天
皇
、
村
上

(1) 
天
皇
勅
願
の
高
野
山
真
言
宗
派
の
寺
で
本
堂
は
室
町
中
期
の
建
築
、

本
尊
は
木
造
十
一
面
観
世
音
菩
薩
立
像
に
て
何
れ
も
国
指
定
の
文
化

財
と
な
っ
て
い
る
名
寺
で
あ
る
。
同
寺
の
丹
生
住
職
が
土
蔵
の
中
で
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小
厨
子
の
弁
天
一
体
を
発
見
し
た
肋
同
寺
に
は
他
に
斯
か
る
弁
天
像

は
な
く
、
像
自
体
は
甫
仙
の
頃
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
同
寺
の

古
文
書
で
は
元
禄
と
文
化
文
政
の
閣
を
欠
除
し
て
お
り
、
又
弁
天
像

に
記
銘
の
見
当
ら
な
い
為
に
、
明
ら
か
に
断
定
し
え
な
い
の
が
惜
し

ま
れ
る
。

(2) 

宮
川
村
滝
の
口
と
云
う
所
は
、
現
在
の
地
名
に
は
な
い
が
、

小
浜
市
宮
川
大
谷
に
曽
洞
禅
宗
竜
泉
寺
の
末
寺
で
あ
る
霊
沢
寺
が
あ

る
。
同
寺
は
元
禄
年
間
よ
り
記
録
が
あ
り
、
現
在
は
無
住
寺
で
あ
る
。

本
堂
よ
り
渓
谷
を
さ
か
の
ぼ
っ
た
所
に
不
動
尊
を
安
置
し
た
胴
堂
が

あ
る
。
乙
の
堂
の
上
下
に
各
一
爆
あ
り
、
乙
れ
を
不
動
爆
又
は
不
動

の
滝
と
云
う
。
乙
こ
は
精
神
病
を
癒
す
の
に
霊
験
あ
り
と
伝
え
ら
れ
、

今
尚
神
札
拝
受
に
参
詣
す
る
。
数
十
年
前
迄
そ
の
滝
の
下
に
精
神
病

患
者
を
梯
子
に
臥
床
せ
し
め
て
治
癒
を
祈
っ
た
と
云
う
。
そ
の
滝
の

岩
壁
に
小
洞
を
・
つ
が
っ
て
石
の
不
動
明
王
が
安
置
さ
れ
て
お
り
、
苔

む
し
た
台
石
に
右
書
き
に
て
杉
田
氏
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
石
像
の
状

態
と
略
譜
記
と
か
ら
考
察
し
て
先
ず
誤
り
な
し
と
思
う
。

(3) 

面
山
碑
傍
石
に
つ
い
て

面
山
瑞
方
和
尚
は
曽
洞
宗
派
の
学
僧
で
多
数
の
禅
書
を
著
述
し
、

小
浜
藩
主
酒
井
侯
の
菩
提
寺
で
あ
る
空
印
寺
の
住
職
と
し
て
招
か
れ
、
23() 

そ
の
後
、
著
述
と
説
法
に
専
念
す
る
為
に
住
職
を
辞
し
藩
侯
よ
り
小

浜
市
松
永
上
野
に
永
福
庵
を
建
て
て
も
ら
っ
て
住
ん
だ
が
、
以
後
藩

か
ら
の
援
助
を
う
け
ず
、
代
り
に
藩
公
認
の
托
鉢
許
可
を
も
ら
い
精

進
し
て
仏
法
の
道
を
き
わ
め
た
。
そ
の
庵
は
明
治
初
年
に
移
転
し
た

が
、
乙
の
創
建
の
旧
跡
に
禅
師
を
顕
彰
し
て
面
山
碑
が
昭
和
初
年
に

立
て
ら
れ
た
。
乙
の
碑
の
傍
に
卵
形
の
小
碑
が
並
立
さ
れ
て
あ
る
。

乙
の
小
碑
の
表
に
は
、
永
福
般
若
蔵
杉
田
甫
仙
助
建
:
・
:
と
あ
り
、

裏
面
に

宝
歴
三
年

開
閥

面
山
誌

と
あ
る
。
両
碑
の
材
質
及

(32) 

び
風
化
度
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
即
ち
槻
僧
の
た
め
に
甫
仙

が
助
力
し
た
ζ

と
は
明
白
で
あ
る
。

2 

玄
白
は
在
浜
時
代
に
長
兄
と
義
母
を
亡
く
し
た
が
、
空
印
寺
の

過
去
帳
ぞ
調
査
せ
し
処
、
元
文
六
年
二
月
十
日

覚
林
了
幻
童
子

杉
田
甫
仙
子
息

又
、
寛
保
三
年
六
月
二
十
七
日

戒
光
為
禅
大
姉

杉
田
氏
委

を
見
出
す
。
同
時
は
昭
和
七
年
に
国
鉄
小
浜
線
の
開
通

工
事
の
た
め
に
墓
地
の
整
理
を
行
な
っ
た
の
で
両
人
の
基
石
は
見
当

ら
な
い
。

3 

玄
白
の
交
友
関
係
に
つ
い
て



(l} 

小
浜
藩
儒
者
西
依
成
斉
の
九

O
歳
の
祝
賀
に
玄
白
が
贈
っ
た

詩
文
の
蓄
が
あ
る
。

(2) 

国
学
者
伴
信
友
は
山
岸
家
よ
り
伴
家
の
養
子
と
な
っ
た
人
で

あ
る
が
、
当
地
に
山
岸
日
記
な
る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
中
に
玄
白
と

の
交
友
模
様
を
散
見
す
る
。
又
、
伴
信
友
は
同
藩
の
玄
白
よ
り
養
生

七
不
可
を
教
え
ら
れ
摂
生
の
道
に
つ
と
め
た
。
小
浜
市
立
図
書
館
に

は
信
友
蔵
書
印
の
あ
る
形
影
夜
話
が
あ
り
、
同
務
学
者
閣
の
交
流
が

う
か
が
え
る
。

E 

中
川
家
に
関
連
し
た
も
の

1 

中
川
家
は
丹
波
国
桑
田
郡
馬
路
村
よ
り
出
て
い
る
。
和
田
信

郎
著
「
中
川
淳
庵
先
生
一
」
に
よ
れ
ば
中
川
家
菩
提
寺
は
東
京
の
金
剛

寺
で
第
五
代
妻
以
降
は
小
浜
の
妙
玄
寺
と
な
っ
て
い
る
。
今
回
空
印

寺
過
去
帳
を
調
査
し
て
第
一
代
仙
安
の
父
母
の
名
を
発
見
す
。
正
徳

五
年
十
一
月
二
十
五
日

中
川
仙
安
医
士
父

真
如
院
栄
室
安
居
士

享
保
十
四
年
三
月
二
十
五
日

中
川
仙
安
母

閑
窓
寿
貞
大
姉

とと
あ
る
。
墓
石
は
見
当
ら
ず
。
依
っ
て
小
浜
に
お
け
る
中
川
家
菩
提

寺
は
曽
祖
父
母
が
空
印
寺
、
子
孫
が
妙
玄
寺
と
な
る
。
昭
和
十
一
年

東
京
で
中
川
淳
庵
先
生
百
五
十
年
記
念
に
よ
っ
て
顕
彰
と
贈
位
申
請

(
贈
従
四
位
)
並
に
法
要
と
が
い
と
な
ま
れ
、
地
元
小
浜
で
も
法
要

を
行
っ
た
が
、
場
所
は
此
の
空
印
寺
で
あ
っ
た
。
中
川
淳
庵
先
生
之

碑
は
地
面
の
関
係
で
小
浜
公
園
に
隣
接
し
た
高
成
寺
に
昭
和
十
二
年

に
建
て
ら
れ
た
。

2 

中
川
家
は
第
七
代
仙
安
で
絶
え
た
が
、
そ
の
弟
友
治
郎
が
竹
田

家
の
養
子
と
な
り
、
竹
田
友
治
郎
、
万
治
郎
、
嘉
一
と
つ
づ
き
現
在

嘉
一
長
男
淳
と
な
り
、
淳
氏
は
小
浜
市
に
住
ん
で
お
ら
れ
る
。

E 

解
体
新
書
に
関
連
し
た
人
々
に
つ
い
て

出
来
れ
ば
小
杉
玄
適
、
原
松
庵
、
岡
新
左
衛
門
ゃ
、
小
石
元
俊
の

(33) 

父
祖
で
あ
る
小
浜
藩
家
老
の
林
野
家
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
い
。
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日
本
医
史
学
維
誌

・
第
二
十
巻

第
三
号

・
昭
和
四
十
九
年
七
月

『
遠

西

医

範

』
と

『
医

範

提

綱

』

一

大

由
時

字
国
川
榛
斎
の
著
『
医
範
提
綱
』
が
日
本
の
解
剖
学
史
上
重
要
な
も
の
で
あ
る
乙
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

そ
の
題
言
の
冒
頭
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

題

昭
和
四
十
九
年
四
月
三

O
日
受
付

蘭

良広

ζ

の
苔
の
成
立
に
つ
い
て
は

(35) 

別
ニ
一
巻
ト
シ
テ
篇
首
ニ
冠
シ
、

医
範
提
網
ト
名
ク
。

サ
キ

一
様
斎
先
生
郷
田
ニ
遠
西
名
医
著
ス
所
ノ
人
身
内
景
ノ
書
数
部
ヲ
訳
定
シ
、
集
メ
成
シ
テ
全
部
三
十
巻
ト
シ
遠
西
医
範
ト
名
ク
。
其
中
ヨ
リ
金

、

タ

ラ

キ

才

ホ

タ

グ

リ

身
諸
物
ノ
名
及
ビ
官
能
の
綱
領
ヲ
述
べ
、

ま
た
同
書
の
最
後
の
と
乙
ろ
に

医
範
提
綱
内
象
図
銅
版

箱
入

出
来

遠
西
医
範

十
巻
近
刻

文
化
二
乙
丑
年
秋
七
月

解
さ
れ
、

と
記
し
て
あ
る
。
乙
の
二
つ
の
記
載
を
併
せ
考
え
る
と
、

一
は
『
遠
西
医
範
』
の
ほ
う
が
『
医
範
提
綱
』
よ
り
先
き
に
成
っ
た
も
の
の
よ
う
に

一
は
『
遠
西
医
範
』
の
版
行
が
『
医
範
提
綱
』
の
そ
れ
よ
り
も
お
く
れ
る
乙
と
を
示
唆
す
る
と
い
う
、

一
見
矛
盾
し
た
よ
う
な
こ
と

233 



を
記
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

234 

こ
れ
に
つ
い
て
私
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
た
。

一
、
字
国
川
榛
斎
は
『
医
範
提
綱
』
の
他
に
乙
れ
と
き
わ
め
て
近
い
関
係
に
あ
る
『
遠
西
医

『
遠
西
医
範
』
は
『
医
範
提
綱
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
ち
に
出
版
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
と
こ

範
』
と
題
す
る
書
三
十
巻
本
を
著
わ
し
た
。
二
、

ろ
、
な
ん
ら
か
の
理
由
か
ら
つ
い
に
そ
の
こ
と
が
行
わ
れ
ず
に
終
っ
て
し
ま

っ
た
。

2 

と
こ
ろ
で
、

『
遠
西
医
範
』
の
所
在
は
長
い
間
不
明
と
さ
れ
て
い
て
、
中
に
は
既
に
浬
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
う
も
の
も
あ

っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
私
が
偶
然
の
機
会
か
ら
昭
和
十
八
年
互
に
東
北
大
学
図
書
館
所
蔵
の
狩
野
文
庫
本
の
中
に
、
字
国
川
榛
斎
の
自
筆
と
党
し

き
『
遠
西
医
範
』
と
題
す
る
二
冊
の
草
稿
本
を
見
出
し
、
簡
単
に
乙
れ
を
紹
介
し
て
か
ら
既
に
三
十
年
余
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
不
思
議
な
も
の
で
乙
の
三
十
年
間
に
、

『
遠
西
医
範
』
と
題
す
る
写
本
が
五
種
類
出
て
来
た
の
で
、
ま
ず
そ
れ
等
に
つ
い
て
簡
単

(36) 

に
解
説
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
便
宜
上
乙
れ
等
の
写
本
を
そ
れ
ぞ
れ
の
所
在
に
随
っ
て
五
つ
の
部
類
に
分
け
る
と
と
に
す
る
。

A
部
類
は
東
北
大
学
図
書
館
所
蔵
の
狩
野
文
庫
本
で
、
表
に
『
遠
西
医
範
』
と
題
記
さ
れ
て
い
る
も
の
と
表
に
「
本
編
医
範

肺
篇
」
と
記

さ
れ
て
い
る
も
の
と
の
二
冊
よ
り
成
る
。
『
遠
西
医
範
』
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
か
た
わ
ら
に
膜
、
胸
膜
、
胸
腺
と
三
行
に
自
記
さ
れ
、胸

映
の
下
に
肋
膜
、
縦
隔
膜
と
苦
か
れ
て
い
る
。

B
部
類
は
東
京
大
学
所
蔵
の
鰐
軒
文
庫
本
で
、
表
に
「
榛
斎
先
生

医
範
原
稿

口
篇
」
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
と
「
脳
神
経
脊
髄
編
」
と

書
か
れ
て
い
る
二
冊
よ
り
成
っ
て
い
る
。

C
部
類
は
故
鮫
島
近
二
氏
旧
蔵
本
で
、
内
題
に
「
遠
西
医
範
限
篇
訳

図
譜
校
訂
」
と
記
さ
れ
て
い
る
一
冊
本
で
あ
る
。

D
部
類
は
天
理
図
書
館
所
蔵
の
「
医
範
一
一
一
渉
胞
編
」

と
題
記
に
あ
る
一
冊
本
で
あ
る
。

E
部
類
は
国
会
図
書
館
所
蔵
本
で
、
題
記
に
「
錦
案
翁
追
書

__L 

./'¥ 

遠
西
医
範
」
と
あ
る
一
冊
本
で
あ
る
。



3 

乙
れ
ら
五
部
類
七
冊
の
も
の
が
現
在
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
「
遠
西
医
範
」
と
題
す
る
本
の
草
稿
で
あ
る
。

一
口
に
草
稿
と
は
言
っ
て
も
そ
れ

等
の
も
の
は
一
様
で
は
な
く
、
多
く
の
も
の
は
補
訂
、
削
除
が
行
わ
れ
た
箇
所
が
む
し
ろ
随
所
に
存
在
し
、
い
わ
ゆ
る
版
下
本
と
思
わ
れ
る
も

の
は
た
だ
一
冊
、
C
部
類
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

A
の
部
類
に
属
す
る
東
北
大
学
図
書
館
所
蔵
の
狩
野
文
庫
本
は
お
そ
ら
く
字
国
川
榛
斎
自
筆
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
二
冊
の
草
稿
本
で
あ

る
。
そ
の
う
ち
の
一
冊
は
題
記
に
『
遠
西
医
範
』
と
あ
り
、
そ
の
横
に
膜
、
胸
膜
、
胸
腺
と
三
行
に
記
さ
れ
、
胸
膜
の
下
に
肋
膜
、
縦
隔
膜
と

少
し
く
小
さ
く
書
か
れ
て
い
る
。

全
部
で
十
七
葉
よ
り
成
り
、
は
じ
め
に
膜
の
総
論
を
挙
げ
、
そ
の
構
造
、
性
質
、
作
用
等
を
説
き
、
次
で
胸
膜
の
項
に
移
り
、
肋
膜
と
縦
隔

膜
と
に
つ
い
て
の
説
明
を
行
な
っ
て
い
る
。

そ
の
所
説
は
膜
の
総
論
中
の
順
序
と
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
終
り
の
所
で
は
局
所
解
剖
的
記
載
が

(37) 

多
く
見
ら
れ
る
。

以
上
に
続
い
て
横
隔
膜
と
胸
腺
と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
右
の
諸
項
に
あ
る
よ
う
な
体
裁
に
従
っ
て
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
等
の
記
述
を
総
体
的
に
見
て
い
え
る
乙
と
は
、
西
洋
解
剖
説
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
も
、
西
洋
の
ど
の
解

剖
書
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
か
は
一
寸
不
明
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
あ
る
一
つ
だ
け
の
解
剖
書
の
み
を
参
照
し
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

五
葉
目
の
記
述
に
そ
の
名
が
見
え
て
い
る
と
乙
ろ
か
ら
確
か
に
言

る
。
プ
ラ
ン
カ
ル
ツ
の
解
剖
書
が
そ
の
内
の
一
つ
を
な
し
て
い
る
乙
と
は
、

え
る
。A

部
類
の
他
の
一
篇
は
題
記
に
「
本
編
医
範

肺
篇
図
ノ
記
校
訂
」
と
二
行
に
別
け
て
記
し
て
あ
る
も
の
で
あ
る
。

す
べ
て
で
七
十
九
葉

で
、
そ
の
う
ち
十
二
葉
は
「
肺
篇
図
記
」
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
「
肺
篇
」
の
本
篇
の
記
載
は
相
当
に
詳
し
い
。

「
肺
篇
」
は
さ
ら
に
「
気
管
篇
し
と
「
肺
篇
」
と
に
分
け
て
あ
る
。

「
気
管
篇
」
で
は
ま
ず
気
管
の
主
た
る
作
用
を
挙
げ
て
か
ら
、
そ
の
形
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状
、
所
在
、
構
造
を
論
じ
、
つ
い
で
気
管
頭
(
喉
頭
〉
、
気
管
幹
、
気
管
支
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
在
、
作
用
等
を
記
述
し
て
い
る
。
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喉
頭
の
項
で
は
之
を
構
成
す
る
五
つ
の
軟
骨
す
な
わ
ち
甲
状
軟
骨
、

環
状
軟
骨
、

ニ
個
の
披
裂
軟
骨
、
会
厭
軟
骨
を
列
挙
し
、
各
々
の
形

状
、
所
在
、
連
結
、
性
質
を
説
き
、
そ
れ
ぞ
れ
に
附
属
す
る
緊
帯
、
渉
胞
、
筋
肉
、
神
経
に
言
及
し
、
主
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
作
用
を
説
く
。

特
に
食
物
を
呑
み
込
む
時
、
呼
吸
が
行
わ
れ
る
時
、
音
声
を
発
す
る
時
、
く
し
ゃ
み
、
し
ゃ
っ
く
り
が
起
る
時
等
の
喉
頭
の
作
用
を
詳
し
く
論

じ
て
い
る
。

喉
頭
部
の
記
述
に
準
じ
て
気
管
幹
、
気
管
支
の
記
述
も
詳
し
く
な
さ
れ
て
い
る
の
に
続
い
て
、
気
管
そ
の
も
の
の
組
織
学
的
記
述
が
行
わ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
五
つ
の
衣
膜
を
挙
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
、
作
用
を
説
い
て
い
る
。

「
肺
篇
」
で
は
ま
ず
そ
の
作
用
を
心
臓
の
作
用
と
比
較
し
て
論
じ
た
後
、
そ
の
所
在
、
性
状
、
構
造
等
の
説
明
は
前
述
し
た
各
項
の
記
述
と

同
じ
く
、
詳
細
を
極
め
て
い
る
が
、
乙
ζ

で
は
あ
え
て
ふ
れ
な
い
。

「
肺
範
図
記
」
と
表
題
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
そ
の
題
記
と
並
ん
で
武
闘
加
児
都
、
巴
児
歌
応
、
格
児
牟
私
と
三
行
に
記
さ
れ
て
い
る
。

(38) 

乙
れ
は
マ
フ
ラ
ン
カ
ル
ツ
、
パ
ル
ヘ
イ
ン
、
ク
ル
ム
ス
と
読
め
、
回
目
白
ロW
白血円ゲ
H
M
h凶

-S
F
州内己
B
5
の
解
剖
書
の
附
図
を
参
照
し
た
乙
と
を
指

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ζ

の
篇
の
内
題
に
当
る
所
に
「
武
蘭
加
児
都
肺
篇
収
載
図
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
プ
ラ
ン
カ
ル
ツ
の
解
剖
書
の
附

図
よ
り
採
っ
た
ζ

と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
そ
の
欄
外
に
「
此
図
善
シ
載
ス
ベ
シ
」
と
あ
っ
て
、

「
遠
西
医
範
」
に
も
解
剖
附
図
が
あ
っ

た
こ
と
を
教
え
て
い
る
。

「
肺
篇
図
記
」
は
肺
篇
の
図
譜
の
お
の
お
の
の
説
明
を
試
み
て
い
る
も
の
で
、

A
-
B

・
C
-
D
等
の
符
号
を
つ
け
て
図
の
細
部
に
わ
た
る

相
当
部
分
に
解
説
を
附
し
、
読
者
の
理
解
を
一
居
容
易
な
ら
し
め
る
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
。
今
日
こ
れ
等
の
図
譜
が
残
っ
て
い
な
い
の
は
残
念

で
あ
る
。



4 

B
部
類
は
東
京
大
学
図
書
館
所
蔵
本
で
、
鶴
軒
文
庫
本
、
す
な
わ
ち
故
土
肥
鹿
蔵
博
士
の
旧
蔵
本
で
あ
る
。
口
前
と
脳
神
経
脊
髄
篇
よ
り
成

る

口
篇
は
題
記
に
「
榛
斎
先
生

医
範
原
稿

口
篇
」
と
あ
り
、
六
十
五
葉
を
数
え
る
。
は
じ
め
に
「
格
児
牟
私
、
口
篇
第
七
」
と
記
さ
れ
て

い
て
、
ク
ル
ム
ス
の
解
剖
書

公
O
E
Z
E
W
E企
m
o
g室
内
ロ

ョ

の
第
七
篇

a

〈
ωロ
門目。

ロ
2
Zロ門同
g
冨
O
ロ仏印ョ

の
訳
述
を
試
み
て
い
る

こ
と
が
分
る
。

と
こ
ろ
で
『
解
体
新
書
』
も
ま
た
ク
ル
ム
ス
の
解
剖
書
の
「
第
七
口
篇
」
を
翻
訳
し
て
い
る
の
で
、

『
遠
西
医
範
』
の
訳
文
と
乙
れ
と
を
併

記
し
て
つ
ぎ
に
引
用
し
て
み
た
。

『
解
体
新
書
』
で
は

O
属
口
篇
第
七
と
あ
り
、

O
夫
口
者
。
其
肉
娘
。
其
属
者
。
舌
及
機
里
繭
唾
管
也
」
と
あ
る
。
『
遠
西
医
範
』
で
は
乙
れ
に
対
応
す
る
と
こ
ろ
は
「
口
儒

面
之
大
薮
也
。

(39) 

第
七

一
大
較
口
ハ
頭
ノ
深
キ
肉
様
ノ
空
間
ナ
リ
此
中

ニ
舌
、
数
多
ノ
腺
、
唾
管
ア
リ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

乙
れ
を
ク
ル
ム
ス
の
原
書
(
蘭
訳
〉
に
あ
る
、

ω開
〈
肘
Z
U肘
同
，
〉
町
一切
F
・

〈
白
ロ
色
。

ロ
2
Eロ
門
同

2
冨
oロ仏凹・

]
「
切
。
匂
白
ロ
ロ
m
w
O
ω
・色。

ロ向。ロ【ゲ

-帥門田
-
O

門Zohum
〈
-
o
o
N
-
m
m
y
o日円。門目。印町。。同門同印唱

百
円
H
2
2
-
w
o
仏
巾
件
。
ロ
ぬ

〈巾門
mwn宮
市
文

H
o
w
-
F巾円。ロ・

巾ロ回一勺
m
o
w
N叩
】

σロ
-N巾ロ

m
O
〈O
ロ
門
ぽ
ロ
君
。
門
門
目
。
ロ
・
と
あ
る
章
句
と
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
ζ

の
両
者
の
訳
文
の
ど
ち
ら
が
原
文
の
所
説
を
よ
り
適
切
に
言
い
現
わ
し
て
い

る
か
は
、
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

腺
の
篇
、
舌
骨
篇
や
プ
ラ
ン
カ
ル
ツ
の
解
剖
書
の
舌
と
そ
の
属
部
篇
、

本
篇
は
つ
ぎ
に
ク
ル
ム
ス
の
舌
篇
の
翻
訳
文
を
載
せ
、
続
い
て
パ
ル
へ
イ
ン
の
解
剖
書
の
顔
の
前
部
、
層
、
頬
篇
、
喉
、
顎
、
唇
、
耳
等
の

口
、
顎
、
唇
、
唾
腺
、
唾
管
篇
、
制
限
叢
顎
、
懸
菜
、
喉
舌
骨
筒
の
訳
文

を
載
せ
て
い
る
。

乙
れ
等
の
訳
文
は
概
し
て
適
切
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
パ
ル
ヘ
イ
ン
、
プ
ラ
ン
カ
ル
ツ
の
原
書
を
見
て
い
な
い
の
で
確
か
な

ζ

と
は
い
え
な
い
。
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な
お
筆
録
用
紙
の
版
心
に
風
雲
堂
蔵
書
と
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
と
れ
は
字
国
川
榛
斎
の
用
紙
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
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「
脳
神
経
脊
髄
篇
」
と
題
記
に
あ
る
も
の
は
総
紙
数
百
三
十
二
葉
よ
り
成
る
。
は
じ
め
に
「
頭
腔
篇
」
と
記
し
、

分
け
、
表
に
属
す
る
頭
部
、
顔
部
の
諸
骨
、
薄
皮
、

厚
皮
、
油
絵
胞
(
腺
〉
、
脂
肪
、

乙
れ
を
表
、
裏
の
二
部
に

毛
髪
及
び
諸
筋
は
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
諸
篇
で
述
べ
る
と

し
て
い
る
。
そ
れ
に
続
い
て
頭
腔
の
裏
に
属
す
る
脳
膜
、
脳
髄
、
神
経
、
霊
液
、
脳
血
脈
に
つ
い
て
、
そ
の
所
在
、
形
状
、
構
造
、
作
用
を
細

か
に
説
く
。
そ
の
所
説
は
西
洋
解
剖
説
に
拠
る
も
の
で
あ
る
乙
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
ど
の
解
剖
書
に
基
ず
い
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
か
は

は
っ
き
り
と
は
い
え
な
い
が
、
あ
る
一
書
の
所
説
の
み
を
引
用
し
た
も
の
で
は
な
く
、
二
、
三
の
解
剖
書
の
所
論
を
参
考
し
た
公
算
が
大
き
い

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
脳
髄
の
組
織
学
的
所
見
に
も
言
及
し
、
顕
微
鏡
を
用
い
て
脳
の
淡
黒
髄
、
自
髄
を
説
く
。
そ
の
他
長
髄
、
輪
状

体
、
漏
斗
、
粘
惨
胞
、
脳
資
、
餅
低
体
、
透
明
中
隔
、
考
降
、
細
条
体
、
松
子
参
胞
等
の
語
を
挙
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
説
明
を
試
み

て
い
る
。

特
に
こ
れ
に
続
く
脳
神
経
脊
髄
篇
の
終
り
の
方
の
記
述
は
解
剖
学
的
と
い
う
よ
り
は
生
理
学
的
な
説
明
に
終
始
し
、
意
識
、
記
憶
に
つ
い
て

説
き
、
最
後
に
脳
神
経
疾
患
に
触
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
あ

っ
て
も
霊
液
に
説
明
の
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
乙
と
が
目
を
ひ
く
。

(40) 

5 

C
部
類
は
故
鮫
島
近
二
博
士
の
旧
蔵
の
草
稿
本
で
、
全
部
で
百
十
二
葉
か
ら
成
る
。
内
題
に

「
遠
西
医
範
眼
篇
訳
図
譜
校
訂
」
と
記
さ
れ
、

そ
の
下
に
字
国
川
玄
真
訳
と
明
記
し
て
あ
る
。

ζ

の
よ
う
な
事
例
は
他
の
『
遠
西
医
範
』
草
稿
本
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
と
と
ろ
で
あ
る
と
と

も
に
乙
の
も
の
が
い
わ
ゆ
る
版
下
本
、
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
。

述
べ

、
眼
を
内
外
の
二
部
に
分
け
、
外
部
の
諸
骨
を
先
ず
挙
げ
、
続
い
て
眼
険
を
説
き
、
上
険
、
下
険
及
び
そ
れ
等
の
附
属
器
官
を
局
所
解
剖
的
に

そ
れ
ぞ
れ
の
終
り
に
各
々
の
疾
患
を
挙
げ
、

治
療
法
を
簡
単
に
記
し
て
い
る
。

眼
筋
を
直
筋
四
、

直
筋
を
分
け
て
挙

斜
筋
二
と
し
、

筋
、
下
牽
筋
、
指
揮
筋
、
転
移
筋
、
斜
筋
を
分
け
て
斜
上
筋
、
斜
下
筋
と
に
し
、
各
と
に
つ
い
て
細
か
な
説
明
を
加
え
て
い
る
。



阪
の
内
部
の
構
造
を
説
く
と
こ
ろ
で
は
ζ

れ
を
膜
、
液

諸
脈
管
の
三
者
に
分
け
、

膜
を
さ
ら
に
外
皮
膜
、
結
膜
、
鍵
膜
、
角
膜
、
菊
萄

膜
、
網
膜
の
六
者
に
分
け
、
各
々
に
つ
い
て
細
か
な
説
明
を
試
み
て
い
る
。

液
を
水
様
液
、
水
晶
液
、
硝
子
様
液
と
に
分
け
て
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
で
顕
微
鏡
を
用
い
て
の
研
究
方
法
が
記
し
て
あ
る
の
は
注
目

す
べ
き
で
あ
る
。
但
し
そ
の
説
明
は
理
解
に
苦
し
む
所
が
少
な
く
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

視
覚
の
理
論
を
説
く
と
と
ろ
で
は
、

限
と
関
係
あ
る
神
経
と
し
て
脳
神
経
の
第
二
対
、

す
な
わ
ち
視
神
経
、
脳
神
経
の
第
三
、
第
四
、
第

五
、
第
六
の
各
対
神
経
を
列
挙
し
、
視
覚
に
与
る
も
の
は
ζ

れ
等
の
う
ち
の
視
神
経
の
み
で
、
他
は
す
べ
て
眼
の
運
動
、
知
党
に
関
係
あ
る
も

の
と
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
説
明
個
所
の
欄
外
に
『
医
範
提
綱
』
中
の
相
当
個
所
の
所
説
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
注
意
を
要
す
る
。

つ
い
で
眼
液
の
由
来
に
関
す
る
諸
説
を
紹
介
し
て
か
ら
視
覚
の
説
明
を
試
み
て
い
る
。
近
視
、
遠
視
の
理
論
を
も
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
等

は
概
し
て
簡
単
で
あ
る
。
カ
タ
ラ
ク
タ

・
グ
ラ
ウ

コ
1
7
K
言
及
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
治
療
法
を
簡
単
に
記
し
て
い
る
。

最
後
に
眼
篇
に
の
せ
た
図
譜
の
説
明
を
行
な
い
、
ク
ル
ム
ス
、

0

フ
ラ
ン
カ
ル
ツ
の
解
剖
書
中
の
図
譜
を
引
用
し
た
乙
と
が
判
明
す
る
。
各
図

(41) 

に
符
号
を
つ
け
て
説
明
し
て
い
る
。

6 

D
部
類
は
天
理
図
書
館
所
蔵
本
で
、
見
返
し
の
と
と
ろ
に
「
医
範
団
移
胞
編
」
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
全
部
で
十
八
葉
か
ら
成
る
。

全

編
漢
文
で
記
さ
れ
、
そ
の
定
義
か
ら
構
造
、
形
態
、
性
状
、
作
用
を
説
き
、
終
り
に
身
体
各
所
の
渉
胞
の
名
称
五
十
四
を
列
挙
し
て
い
る
。

乙
れ
等
の
諸
説
を
概
括
す
れ
ば
穆
胞
と
い
う
の
は
現
在
腺
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
乙
と
が
分
か
る
。
な
お
最
終
頁

に
「
文
化
十
笑
酉
十
一
月
念
二
日

れ
る
。

校
一
了

養
庵
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
本
書
の
成
立
を
知
る
上
に
重
要
な
示
唆
を
な
す
も
の
と
考
え
ら

239 
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E
部
類
は
国
会
図
書
館
所
蔵
本
で
、
題
祭
に
「
錦
葉
遺
書

ーム同

/'¥ 

遠
西
医
範
」
と
記
さ
れ
、
伊
藤
圭
介
の
旧
蔵
主
で
あ
る
。
総
紙
数
八
十
二

枚
。
見
聞
き
の
と
と
ろ

K
、

「
中
腔

遠
西
医
範
」
と
記
さ
れ
て
あ
る
。

そ
の
内
容
は
、
中
腔
、
す
な
わ
ち
胸
腔
の
局
処
解
剖
を
述
べ
た
も
の
で
、
全
文
ほ
と
ん
ど
漢
文
で
記
さ
れ
て
い
る
。
胸
腔
に
属
す
る
諸
器
官

の
う
ち
、
気
管
、
肺
、
胃
に
つ
い
て
の
説
明
は
そ
れ
ぞ
れ
の
該
当
箇
所
で
試
み
ら
れ
、
乙
と
で
は
心
臓
、
動
脈
、
静
脈
に
関
す
る
説
明
が
、
く

わ
し
く
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
論
旨
は
必
ず
し
も
明
快
で
は
な
い
。
血
管
の
組
織
学
的
研
究
方
法
に
つ
い
て
も
言
及
し
、
顕
微
鏡
を
用
い
て

の
研
究
結
果
も
ま
た
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
胎
児
の
血
行
に
就
て
の
説
明
も
行
わ
れ
て
い
る
の
も
見
逃
せ
な
い
。

(42) 



On the “Enaei-ihan" and “Ihan-teiko" (Two Anatomical 

books written by Shinsai Udagawa) Part 1 

by Ranzaburo OTORI 

S. Udagawa (1776-1843) was a famous Japanese physician. He wrote many books about Western 

medicine， including the two anatomical books mentioned in the title. One of them，“Ensei-ihan" consisting 

of 30 volumes， was not published and only 7 of the volumes concerning the lungs， the pleura， the glands， 

the vascular system of the breast， the eye and the central nervous system， now remain in 5 separate 

libraries. 
(
伺
噌
)

Udagawa wrote them referring to S. Blankaart's， J. P. Palfyn's and A. Kulmus' anatomical books. The 

latter was the source of the Kaitaishinsho， the first anatomical book translated from Dutch into Japanese. 

It was determined that Udagawa could more fully understand Western medicine than his predecessors. 

“Ihan-teiko" was published in 1805. and was very popular at that time because it used simple lan-

guage and consisted of 3 volumes. 

H
4
T

刊



日
本
医
史
学
雑
誌
・
第
二
十
巻

第
三
号
・
昭
和
四
十
九
年
七
月

昭
和
四
十
九
年
二
月
十
二
日
受
付
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越
後
の
蘭
方
医
森
田
兄
弟
に
つ
い
て

(一)
長

谷

ー

l
 

'
E
a
EJ
 

夫

一
、
は
じ
め
に

二
、
蘭
方
医
学
の
修
得

、
診
療
を
め
ぐ
っ
て

四
、
そ
の
他
の
功
業

五
、
お
わ
り
に

(44) 

一
、
は
じ
め
に

越
後
の
蘭
方
医
森
田
千
庵

・
円
治
の
兄
弟
に
関
し
て
、
円
治
の
傍
系
に
当
る
森
田
芳
夫
氏
(
棚
馴
槻
)
所
蔵
の
、
千
庵
か
ら
円
治
に
宛
て
た
書
翰
は
じ
め
数
多
く

の
資
料
閲
覧
の
機
会
を
得
た
。

小
稿
は
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
得
て
、
森
田
兄
弟
の
蘭
方
修
得
、

診
療
の
よ
う
す
、
あ
る
い
は
、

地
域
社
会
へ
の
働
き
か
け
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
と

思-っ。森
田
千
庵
、
円
治
の
兄
弟
は
甫
三
、
の
ぷ
夫
妻
の
二
、
三
男
と
し
て
、
越
後
国
蒲
原
郡
加
茂
町
(
肌
純
一
山
欄
潟
)
に
生
ま
れ
た
。

父
甫
三
は
十
八
歳
の
と
き
出
府
。
幕
府
本
丸
奥
医
師
岡
甫
庵
と
岡
寿
庵
に
六
年
間
、
医
学
を
学
ぶ
。
本
草
・病
理
・薬
剤
等
の
研
鎖
に
努
め
た
。



千
庵
〈
仙
庵

・
傍
庵
と
も
記
す
)
の
生
年
は
、

寛
政
十
(
一
七
九
八
〉
年
十
月
二
十
二
日
。

幼
名
を
太
仲
。

名
を
徳
盛
、

後
に
守
古
と
改

む
。
字
を
謙
斎

・
巣
守
園

・
枢
々
舎
、
雲
樵
な
ど
と
号
す
。

千
庵
は
通
称
に
し
て
、
晩
年
に
は
逸
(
悦
)
庵
と
も
称
し
た
。

『
森
田
家
系
図
』
に
は
、
文
政
三
(
一
八
二

O
)
年
父
甫
三
と
親
交
の
あ
る
京
都
の
蘭
方
医
藤
林
普
山
の
来
越
を
機
会
に
、
千
庵
は
親
交
を

深
め
る
だ
け
で
な
く
、
上
洛
の
勧
誘
も
・
つ
け
た
。
翌
四
年
上
洛
、
直
ち
に
藤
林
塾
に
入
門
し
、
蘭
語
の
訳
読
修
業
に
励
み
、
医
書
パ
タ
ビ
ア
局

方
の
翻
訳
を
手
懸
る
。
在
籍
一
年
余
、
文
政
五
(
一
八
二
二
〉
年
八
月
二
十
八
日
帰
国
の
途
に
つ
い
た
。

し
か
し
、
千
庵
の
蘭
方
医
学
修
得
に
対
す
る
熱
意
は
、
彼
を
し
て
翌
六
年
江
戸
字
国
川
塾
に
入
門
せ
し
め
て
い
る
。

一
た
ん
帰
国
し
た
が
再

度
出
府
し
、
宇
田
川
格
庵

・
吉
雄
忠
次
郎

・
藤
井
芳
亭
ら
に
蘭
語
の
訳
読
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
文
政
十
一

(
一
八
二
八
〉
年
早
春
、
帰
国
し

て
家
督
を
継
ぎ
、
医
業
に
専
念
し
て
い
る
。

と
の
問
、
僅
か
で
は
あ
る
が
、
長
崎
に
赴
き
、
シ

l
ボ
ル
ト
に
も
師
事
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
天
保
二
(
一
八
三
一
)
年
江
戸

κ出
て
新
し
い
情
報
を
吸
収
す
べ
く
努
め
た
と
と
も
あ
っ
た
。

没
年
は
安
政
四
(
一
八
五
七
〉
年
十
二
月
二
十
二
日
、
年
六
十
歳
で
あ
る
。

次
に
、
弟
の
円
治
は
文
化
七
(
一
八
一

O
〉
年
八
月
十
二
日
に
生
ま
れ
、
名
は
善
盛
、
通
称
を
円
治
と
い
い
、
天
保
十
四
(
一
八
四
一
二
)
年

越
後
国
古
志
郡
栃
尾
町
(
肌
腕
慰
問
潟
)
に
移
転
し
て
医
業
を
聞
い
た
。
乙
れ
以
前
の
円
治
に
関
す
る
乙
と
は
詳
か
で
は
な
い
。
た
だ
、
円
治
の
文

政
六
年
と
記
さ
れ
た
署
名
入
り
の
医
書
の
写
本
が
遣
さ
れ
て
い
る
と
と
か
ら
、
加
茂
町
に
あ
っ
て
父
の
業
を
手
伝
い
な
が
ら
医
学
の
修
業
に
励

ん
で
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

安
政
四
年
蒲
原
郡
月
潟
村
(
糊
臓
器
一
一側
一
川
西
)
に
移
転
、

乙
の
頃
か
ら
酒
造
業
を
企
画
し
て
い
た
ら
し
く
、

(
一
八
五
九
)

同
六

年
月
潟
村
の

金
し兵
か衛
しの
、 口

本入
居れ
は lζ
栃 よ
尾り
町 、

で同
あ 郡
つ西
た萱
ら 場
し村
く(、郡現

西西在
賞の

揖場商
法村蒲
場 ー原
村 )
聞の

渥里
当J!J.
此所

ZZE 
EH 
l乙 11

は Z
E 酒
tZ 造
と蔵

と 且
記盆
し同

蔵
て
いそ
ヲの
三 他

を
酒

購
造

入
業

警?
は 二
失.'--

移
敗 t

tζ 主
終フ

る
て〉。

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

(45) 243 



明
治
三
(
一

八
七

O
)
年
再
び
栃
尾
町
に
一民
り
、
医
業
に
専
念
す
る
。
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没
年
は
明
治
十

(
一
八
七
八
〉
年
七
月
一
日
、
年
六
十
七
歳
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
森
田
兄
弟
の
蘭
方
医
学
の
修
得
の
状
況
を
、
遣
さ
れ
た
書
籍

・
写
本
類
を
は
じ
め
書
翰
類
か
ら
窺
い
知
る
と
と
も
に
、

交
友
関
係
を
追
求
し
、
併
せ
て
実
際
の
医
療
活
動
に
つ
い
て
も
観
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

二、

蘭
方
医
学
の
修
得

蘭
方
医
学
修
得
以
前
の
千
庵
の
医
学
知
識
に
つ
い
て
、

『
森
田
家
系
図
』
に
は
、

若
年
ノ
中
ハ
漢
ノ
古
医
方

ニ
入
テ
傷
寒
論
語
、
又
眼
科
尾
州
之
馬
嶋
流
ヲ
習
ヒ
、
接
骨
術
、
外
治
療
ヲ
学
フ

と
あ
り
、
後
漢
の
張
仲
景
の
傷
索
、
論
を
宗
と
す
る
実
証
主
義
的
医
学
の
古
医
方
、
大
僧
都
清
眼
を
祖
と
す
る
馬
嶋
流
の
漢
方
眼
科
な
ど
を
学
ん

だ
ζ

と
が
分
る
。
父
甫
三
が
古
医
方
を
学
ん
で
い
た
か
ら
、
千
庵
も
こ
の
父
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
父
甫
三
は
親
交

の
深
い
京
都
の
前
方
医
藤
林
普
山
に
患
者
の
症
状
を
書
き
送
り
、
治
療
の
指
示
を
仰
ぐ
な
ど
、
，晩
年
に
は
積
極
的
に
蘭
方
医
学
を
吸
収
し
、
診

療
に
生
か
そ
う
と
す
る
態
度
が
見
受
け
ら
れ
る
。
乙
の
乙
と
か
ら
し
て
、
父
子
と
も
ど
も
蘭
方
医
学
の
吸
収
に
励
ん
で
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ

(46) 

る
。
千
庵
の
藤
林
塾
入
門
は
、
ま
さ
に
、
そ
の
具
体
化
と
い
え
よ
う
。

文
政
三
(
一
八
二

O
〉
年
五
月
六
日
付
の
藤
林
普
山
か
ら
森
田
甫
三
宛
の
尺
慣
に
は
、
「
御
令
息
最
速
出
府
候
哉
如
何
承
度
奉
v
存
候
、
未
出

府
も
無
ニ
御
座
-
候
は
ば
乍
v
樺
宜
敷
頼
上
候
」
と
あ
わ
日

v

ま
た
、
周
年
九
月
十
一
日
付
の
普
山
か
ら
千
庵
と
古
川
越
竜
宛
の
尺
品
川
ト
は
、

時
分
猶
冷
気
弥
増
之
節
に
御
座
候
処
愈
々
御
安
全
に
被
v
成
ニ御
勤
学
-珍
重
至
存
候
、

四
日
に
帰
宅
仕
候
問
、
乍
v
惇
御
心
易
思
召
可
ν
被
ν
下
候
、
誠
に
逗
留
中
は
日
夜
御
苦
労
に
相
成
不
浅
辱
奉
ν
存
候
、
認
々
当
地
も
殊
之
外

一
筆
啓
上
仕
候
、

随
而
拙
老
道
中
無
事
に
て
当
月

蘭
学
盛
に
相
成
申
候
、
何
卒
御
地
も
御
力
を
以
て
盛
に
な
り
候
様
祈
上
候
、
将
出
立
之
節
は
種
々
預
ニ
館
別
-恭
存
候
、
何
卒
来
春
は
早
々

御
出
京
被
v
成
候
様
奉
一
一
待
上
一候
、
先
は
右
御
礼
方
々
草
々
如
v
此
に
御
座
候
、
謹
言



九
月
十
一
日

藤
林
泰
介

森
田
傍
庵
様

古
川
越
竜
様

二
白
追
々
冷
気
と
相
成
候
間
乍
ν
惇
御
自
愛
祈
上
候
、
草
々
頓
首

尚
々
大
橋
石
田
、
帰
山
何
れ
へ
も
よ
ろ
し
く
御
伝
被
v
下
様
願
上
候
、
頓
首

千
庵
の
上
洛
に
つ
い
て
は
か
な
り
以
前
か
ら
話
が
あ
っ
た
ら
し
く
、

普
山
に
そ
の
督
促
を
う
け
る
程
、

期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ

る
。
普
山
の
来
越
が
上
洛
を
一
層
推
進
さ
せ
た
よ
う
で
、
翌
文
政
四
(
一
八
二
一
〉
年
の
早
春
、
千
庵
は
加
茂
を
出
立
、
同
年
四
月
八
日
京
都

に
着
き
、
早
速
藤
林
塾
に
入
門
し
て
い
る
。

な
お
、
藤
林
普
山
の
来
越
年
度
に
つ
い
て
は
、
従
来
不
明
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

『
森
田
家
系
図
』
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て

い
る
。

(47) 

文
政
三
辰
年
京
師
ヨ
リ
藤
林
泰
助
越
後
ニ
遊
歴
ス

ζ

れ
と
前
記
二
通
の
尺
慣
か
ら
、
文
政
三
年
五
月
六
日
に
は
在
京
し
て
い
る
こ
と
が
分
り
、
同
年
九
月
四
日
に
は
越
後
遊
歴
の
旅
か
ら
帰
着

し
た
乙
と
が
分
る
。
そ
れ
故
、
普
山
の
来
越
は
、
文
政
三
年
五
月
六
日
以
降
、
九
月
四
日
ま
で
の
短
期
間
で
あ
っ
た
乙
と
が
判
明
す
る
。

そ
乙
で
、
藤
林
塾
々
生
当
時
の
千
庵
の
研
鏑
の
様
子
を
探
っ
て
み
た
い
。

ま
ず
、
蘭
方
医
学
に
基
い
た
処
方
研
究
の
一
端
を
窺
い
得
る
も
の
と
し
て
、

(
4〉

堂
丸
散
方
函
』
が
残
さ
れ
て
い
る
。

「
北
越

賀
茂

僻
庵
森
田
徳
筆
記
」
と
明
記
さ
れ
た
『
玉
川

入門寸
、
乙
ζ

に
、
そ
の
目
次
の
み
を
あ
げ
る
と
、

玉
川
堂
丸
散
方
函

日

次

245 



。
マ
ル
チ
ス
丸

。
ヒ
ト
リ
ヲ
ル
マ
ル
チ
ス
丸
肘
日
町
一
間

O
セ
エ
プ
丸
石
丸

。
カ
ケ
シ
ヤ
丸

ム
ス
バ
ア
ン
セ
フ
リ
イ
グ
丸

0 
磨
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石
散

O
阿
片
丸

ム
真
珠
散

ム
底
野
亜
迦

O
カ
ロ
メ
ル
丸

O
ア
カ
リ
コ
ス
丸

O
神
功
石

0
.コ
ウ
ラ
ル
ド
ワ

l
ト
ル

ム
発

庖
官
今
日
方

ム
ノ
リ
ン
ベ
ル
ゲ
官
今
回
方

ム
パ
シ
リ
コ
ン
官
今
日
方

O
黄
官

O
青
官

O
モ
ス
タ
ル
ド
酒

O
健
胃
丸

O
ア
ン
テ
ス

パ
ス
モ
ジ
カ

の
二
十
一
種
の
医
薬
品
名
が
み
え
る
。

千
庵
が
乙
の
稿
本
に
「
玉
川
堂
」
と
名
づ
け
た
の
は
、
お
そ
ら
く
恩
師
普
山
著
『
西
医
方
選
』
〈
文
政
十
一
年
新
錆
)
の
表
紙
に
み
え
る
「
玉

川
堂
蔵
版
」
の
そ
れ
を
引
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
内
容
的
に
は
右
の
目
次
を
督
見
し
て
も
わ
か
る
通
り
師
普
山
の
訳
著
『
西
医
今
日
方
』

を
は
じ
め
、
藤
林
塾
生
と
し
て
、
普
山
に
受
け
た
教
え
と
、
自
ら
の
研
究
等
を
盛
込
ん
で
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
普
山
の
学
を
継
承
す
る
乙

と
の
表
明
で
も
あ
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
。

次
に
、
旅
中
の
小
使
い
帳
と
も
い
う
べ
き
覚
書
に
は
、
購
入
し
た
医
書
『
和
制
薬
鏡
』
『
玉
篇
』
『
語
法
解
』
『
訳
鍵
』
『
五
液
診
法
外
科
則
』

(

5

)

 

が
、
ま
た
、
購
入
予
定
の
も
の
に
、
『
内
科
撰
要
』
『
ハ
ル
マ
』
『
一
二
部
の
内
科
』
『
海
上
の
八
識
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

(48) 

千
庵
の
勉
学
の
成
果
と
し
て
は
『
パ
タ
ビ
ア
局
方
』
の
翻
訳
を
手
が
け
た
乙
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
『
普
山
先
生
和
蘭
十
六
方
材
活
ハ
守

一
冊
自
筆
写
本
、
普
山
訳
『
泰
西
度
量
考
』
一
冊
九
丁
自
筆
写
本
、

議
特
未
戎
功
一
-
一
守

一
冊
三
二
葉
自
筆
写
本
な
ど
が
残
さ
れ
て
お
勺
そ
の
活
動
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
京
都
遊
学
当
時
、
親
交
の
あ
っ
た
人
た
ち
を
彼
が
書
き
留
め
た
二
種
の
『
人
名
録
』
と
『
千
庵
随
筆
』
に
よ
っ

て
挙
げ
る
と
、
医
家

『
挙
家
纂
要
訳
稿
』

4
1
4
一
正
一
冊
十
四
丁
自
筆
写
本
、
『
船
品
写
真
図
譜
』

藤
林
先
生

・
医
家
小
森
元
良

・
医
家
宇
野
義
兵
衛

・
小
寺
沢
鱗
介

・
医
家
勝
因
玄
熔
純
一

J
3・
宮
崎
典
膳

・
宮
崎
将
監

・
医
師
伊
藤
舜
民
伺

・

佐
藤
九
八
郎
純
一
川
秋

・
白
嶺
屋
勇
蔵

・
鳩
居
堂
間
一
階
一
久

・
医
師
山
崎
玄
東

・
医
師
伊
丹
直
江

・
吉
田
屋
治
兵
衛
問

・
美
濃
屋
建
細

・
長
松
随
友

限一酬一世

.
西
尾
合
立

・
山
田
玄
策

・
水
野
源
之
進

・
魔
品
助
太
郎

・
中
島
随
軒

・
藤
田
佐
五
郎

・
井
上
九
皐

・
仲
伊
三
郎

・
松
本
克
吾

・
田
中
尚

謙

・
天
羽
源
蔵

・
田
中
利
逸

・
田
中
三
鼎

・
新
宮
涼
庭

・
飯
沼
良
吉

・
綴
喜
慶
太
郎

・
安
達
健
司

・
熊
倉
平
之
進

・
伊
勢
や
利
衛

・
林
東
馬

・



松
波
雅
楽
頭

・
隠
岐
播
磨
守

・
藤
木
備
後
介

・
梅
辻
典
膳
均
一
a
f
小
出
多
門
柳
使

・
浜
崎
右
門
脚
使

・
内
藤
長
蔵

・
丸
山
柳
沢
一
諒

・
吉
田
冬
蔵
一
諜

.
田
中
仁
蓬
務

・
近
江
屋
与
八
訪

・
吉
田
屋
久
兵
衛
臥

・
若
山
屋
茂
七

・
大
口
広
海

・
長
沢
伴
雄
な
ど
多
数
で
あ
幻

千
庵
の
京
都
遊
学
は
、
文
政
四
年
四
月
か
ら
、
翌
五
年
八
月
二
十
八
日
帰
途
に
つ
く
ま
で
の
一
年
余
の
間
で
あ
っ
た
。

次
に
、

『
森
田
家
系
図
』
に
は
、

(

字

関

川

)

ハ

文

)

廿
六
歳
之
時
東
都
出
テ
歌
川
容
庵

・
天
間
台
吉
尾
忠
次
郎
、
加
州
侯
之
藩
藤
井
等
三
人
ニ
就
テ
蘭
書
三
四
部
訳
シ
帰
郷
ス
、
尤
両
度
東
都

出
府
ス
、

と
、
千
庵
の
江
戸
遊
学
を
伝
え
て
い
る
。

文
政
六
(
一
八
二
三
〉
年
十
二
月
三
日
付
千
庵
よ
り
甫
三
宛
尺
摘
、

(
前
略
〉

一
療
躍
之
義
ハ
何
れ
未
タ
不
v
経
二
年
月
-
者
ハ
、

(
9
)
 

水
銀
官
又
は
其
に
テ
レ
メ
ン
テ

l
ナ
の
油
ヲ
加
へ
外
用
可
v
然
奉
ν
存
候
、

猶
へ
イ
ス
テ
ル
の
外
科
書
訳
出
来
次
第
写
取
備
二
御
尊

内
服
之
薬
剤

(49) 

ハ
血
液
を
清
浄
に
す
る
乙
と
の
則
チ
刺
古
石
消
石
緩
京
等
の
乙
と
の
佳
な
ら
ん
、

覧
-可
ν
申
奉
v
存
候
問
、
其
書

-
一
付
テ
篤
与
御
検
櫨
被
ニ
下
置
一
度
奉
一
一
願
上
一候
、

一
脹
満
之
義
ハ
、
拙
者
治
療
仕
候
与
李
別
段
之
義
も
無
ニ
御
座
一
候
、

矢
張
腹
水
ハ
針
を
刺
水
を
取
る
事
、
気
張
ハ
内
服
-
一
市
馬
風
剤
可
ν

然
奉
v
存
候
、
乍
ν
併
其
起
源
を
篤
与
御
見
究
被
ν
遊
被
下
其
症
に
随
而
施
剤
可
ν
然
奉
ν
存
候
、

一
痘
宿
区
別
之
義
は
、

先
日
申
上
候
熱
病
之
区
別
と
ハ
別
な
る
事
無
ν
之
筈
ニ
御
座
候
、

猶
熱
病
論
中
之
看
法
一
番
委
く
御
座
候
問
、
是

ニ
就
て
御
検
積
被
v
遊
被
ν
下
度
候
、

一
一
瀕
踊
之
病
人
は
、
眼
中
に
其
閉
塞
の
癖
付
候
事
故
先
ツ
六
ケ
敷
と
の
事
に
奉
v
存
候
、
外
真
の
労
療
、

中
風

・
綴
病
是
三
病
は
何
れ
間

合
候
と
も
同
じ
様
-
一
奉
ν
存
候
(
癒
病
の
事
也
)
只
血
液
の
シ
ケ
ウ
ル
ボ
イ
リ
を
兼
る
事
の
様
ニ
奉
v
存
候
(
後
略
)

江
戸
字
国
川
塾
に
入
門
し
た
千
庵
は
、
積
極
的
に
蘭
方
医
学
の
研
績
を
重
ね
、
そ
の
成
果
を
郷
里
の
父
に
書
き
送
っ
て
い
る
。

『
泰
西
熱
病
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論
』
を
引
用
し
て
私
見
を
述
べ
た
り
、

へ
イ
ス
テ
ル
の
外
科
書
に
も
話
が
及
ん
で
い
る
と
と
が
窺
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
翌
文
政
七
(
一

八
二
四
〉
年
二
月
二
十
六
日
付
の
千
庵
よ
り
甫
三
宛
の
尺
慨
に
は
、
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「
藤
井
芳
亭
君
、
渋
谷
両
家

ニ
て
月
に
十
八

を日
伝之
え 会
て白
いfritζ

るじ 下
。読

も
有

之
候
間
Lー

と

千
庵
は
藤
井
芳
亭

・
渋
谷
淡
斎
ら
と
毎
月
十
八
日
に
会
合
を
持
ち
、

蘭
文
訳
読
に
励
ん
で
い
る
様
子

前
後
二
固
に
わ
た
る
江
戸
遊
学
で
、
千
庵
は
オ
ラ
ン
ダ
語
辞
書
当

o
o
E
S
σ
o
m
w
〈

2
g巳
g
巾
ロ
〈

R
S
B
m
-
2
仏
0

2

4
〈
応
巾

5
5
件。

』ゆ
を

(
付
韻
箆
検
)

一
冊
と
、
『
加
毘
湿
多
図
譜
』
(
穴
与
E
2
仏
叩
門

E
E
2
q
Z
E明
言
号
ロ
巧
旦
芯

E
S
8
3
P
H叶

N
N
・)
一
冊
自
筆
写

(U
)
 

一
冊
自
筆
写
本

・
着
色
図
三
十
二
葉
の
三
点
が
あ
る
。

本
(
図
十
二
葉
添
)
と
、
『
船
品
写
真
図
譜
』

な
お
、
栃
尾
市
の
森
田
家
に
は
、
千
庵
自
筆
写
本
『
Z
E
O
E
E
g
n
y叩
吋
白
色

g
(西
語
名
寄
)
』
七
十
二
丁
阿
蘭
陀
通
詞

・
関
学
者
の
作
成

.
常
用
し
た
閲
日
単
語
帳
一
冊
が
遣
さ
れ
て
い
る
。

ζ

の
両
度
の
遊
学
の
後
、
千
庵
は
加
茂
に
戻
り
、
家
業
を
継
ぎ
、
開
業
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
戸
塚
静
海
の
記
録
は
、
天
保
二
〈
一
八
三
一
)

〈臼
〉

年
千
庵
が
江
戸
に
滞
在
し
て
い
る
と
と
を
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
は
中
央
の
新
し
い
医
学
関
係
の
情
報
を
吸
収
せ
ん
と
す
る
た
め
の
こ
と
で
あ
っ

(50) 

た
と
察
せ
ら
れ
る
。

医
師
岡
道
渓
様

・
医
師
山
田
立
長
様

・
医
師

吉
田
意
安
様

・
小
俣
治
郎
八
様

・
医
師
塩
田
惰
三
様

・
医
師
字
国
川
玄
真
先
生

・
医
師
関
学
者
字
国
川
格
庵
先
生

・
渋
谷
淡
斎
朴
…
劉
欄
耕
輔
糊

・

医
師
渋
川
道
達
掛
川
端
…卿
恐
慌
守

・
渋
井
左
兵
衛
耽
蹴
肝
問
没

・
吉
田
長
叔

・
秋
山
平
八
一
…
夜
明
、
引
い
川
市
糊
“
お
花

・
井
田
定
七
、
医
師
藤
井
芳
亭
先

生
鰭
誠
一
刷
機

・
医
師
戸
塚
亮
斎
ば
一
一
軒
一
鴨
川
l
h鳩
山
一
戸
岨
川
伊
m
V
船
医
師
坪
井
信
道
一
高
……川町一
一臥
・
医
師
小
郁
棺
斎
市
時
一
眠
中
山
臥
『
踏
一
足
淀
川
棚
円
一
L

・
山
田
丈
吉

一問弁

・
医
師
伊
藤
大
鳳

・
医
師
大
道
中
亭

・
兼
杉
道
順

・
同
開
渓
、

原
因
九
十
九

・
伊
藤
良
眼

・
工
藤
伯
淳

・
山
田
正
仙

・
茂
野
帯
万

・
平
井

俊
三

・
河
野
越
竜
、
佐
藤
玄
現

・
林
主
税

・
四
方
田
喜
十
郎

・
岡
田
真
澄

・
中
屋
治
兵
衛
、
卓
郎
胴
銀
河

・
川
本
幸
民

・
青
津
篤
左
衛
門

・
片

桐
道
林
断
臨
む
野

-
室
将
監

・
斎
藤
泰
蔵

・
佐
藤
甚
助

・
中
山
新
吾
鎚
紅
白
斑
齢
社
側
親
銀
議

・
井
上
久
次
郎
な
ど
の
多
き
を
数
え
ん
い
)

そ
ζ

で
、
京
都
遊
学
の
時
と
同
様
、
江
戸
遊
学
当
時
の
千
庵
と
親
交
あ
っ
た
人
を
あ
げ
る
と
、



日
本
医
史
学
雑
誌

・
第
二
十
巻

第
三
号

・
昭
和
四
十
九
年
七
月

昭
和
四
十
九
年
五
月
七
日
受
付

資
料
か
ら
見
た
科
学
者
シ

i
ボ
ル
ト

矢

部

良広

緒

ユ= 
巨=

パ
タ
ビ
ヤ
文
書
館
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
パ
タ
ビ
ヤ
経
由
で
日
本
の
出
島
に
送
ら
れ
た
書
籍
に
つ
い
て
一
八
二
六
(
文
政
九
〉
年
十
二
月
二

〈

1
t
2
)

日
付
で
シ

l
ボ
ル
ト
が
作
っ
た
到
着
控
の
文
書
が
あ
る
。
乙
の
文
書
の
原
文
は
既
に
板
沢
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
和
訳
が
紹
介
さ

(3

V

(

4
t
5
v
 

れ
た
。
ま
た
、
最
近
ム
野
は
板
沢
の
原
文
を
紹
介
し
、
そ
の
一
部
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
。

(51) 

乙
の
文
書
の
中
の
告
籍
は
直
接
に
は
シ

l
ボ
ル
ト
の
研
究
に
資
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
間
接
的
に
は
シ

l
ボ
ル
ト
の
日
本
人
の
門
人
や
友
人

(1
t
5
)
 

に
影
響
を
与
え
た
と
も
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
乙
の
文
書
中
に
あ
る
書
籍
及
び
著
者
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
事
は
シ

l
ボ
ル

ト
の
知
識
や
関
心

と
そ
れ
等
の
日
本
人

へ
の
影
響
を
知
る
事
と
な
る
。

し
か
し
、
板
沢
の
報
告
に
あ
る
資
料
で
は
、
著
者
名
は
フ
ル
ネ
l
ム
で
な
く
、
表
記
が
蘭
語
化
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
書
名
は
短
略
化

・

誤
字

・
蘭
英
独
仏
経
の
混
用
が
見
ら
れ
、
か
つ
刊
行
年
を
欠
く
も
の
が
多
く
、
確
認
を
阻
げ
て
い
る
。
ま
た
、
板
沢
に
よ
る
そ
の
「
和
訳
」
も

自
然
科
学
に
専
門
外
の
た
め
か
誤
訳
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
論
者
は
ζ

の
報
告
資
料
と
「
和
訳
」
に
つ
い
て
、
訂
正
も
含
め
調
査
検
討

し
た
。
し
か
し
、
不
明
の
も
の
や
疑
問
を
残
し
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。
後
日
の
調
査
を
期
し
た
い
。
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(17) ~on Swinden. Verhandeling over de Lengte op (38) De Candolle. Prodromus systematis regni 

eE;_ vegetabili~ ， 



(39) 

(40) 

Blumenbach. Abbildungen naturhistorischer I 
Gegenstande. I 
Nees van Esenbeck. Das system der Pilse und I 
Schwamme. ) 

1250.16 

Dezima den 2en December 1826 

Dr. von Siebold . 

....IJIJ心V *，0溺誕区笠 11-<零絹柏ぶ ー弔え2』や程同期事or居届Jw嬰令Jド二時〉(縦11)。

( 1 ) Gaertner 植物書 4冊 104グノレデγ

( 2 ) Sprengels 作物案内 3冊 29グルデン
(3) Linne 植物分類 7冊 76グルデγ
( 4 ) de Candolle 食用植物 2冊目グノレデγ
(5) Cuvier 動物書 4冊 50グルデン
(6) Nees van Esenbeck 植物教科言 2冊 20グノレデン
( 7) Vier Jahrgange der Flora 

植物学の四ヶ年 8冊 36グノレデ γ
( 8 ) Cranfort 東印度史 17グノレデγ
(9) Ramdohr 昆虫観察記
(10) Meekols 比較解剖学
(11) Humbold 動物の観察
(12) Oken 博物学教科書
(13) De la Cepedele 博物学
(14) Merrem 両棲類動物誌
(15) La Perouse 世界一周記 3冊
(16) Van Swinden 海洋広域論

以上 8部 673グノレテン 16スタイへノレ
(17) Kastners 物理学実験の基礎
(18) Hermstaeat 化学実験
(19) Johns 化学事験室
(20) Blumenbachs 比較解剖学便覧

(21) Blumenbachs 人類の多様性
(22) lJJiger 男女前駆症状論
(23) Rudelphi 動物学
(24) Hoffmans 鉱物便覧 1817年
(25) Breithaupf 結晶の八角形について
(26) Cuvier 比較解剖学
(27) Tiedemans ハイデJレベノレヒ動物学 1810-14年
(28) De la Cepede ベノレシャ博物誌
(29) Humboldt メキシ コ政治論
(30) Voijage 旅行記 8巻
(31) Sprengels 植物誌 8巻
(32) Ballenstedts 世界 8巻ノ内第 3
(33) Werners 最新鉱物学 8巻
(34) Persoon 系統的博物誌
(35) Parrot 理論物理学の基礎
(36) Okens 動物学教科書
(37) Jussien 植物図説
(38) Prodrsmus 系統的博物誌
(39) Blumenbach 博物写生図
(40) Van de Cordellsers アメリカの住民
(41) Nees van Esenbeck 菌類及海綿類の分類

(
的
出
)
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ば眠矧ふ幻二 U引込£ふやどo 10 Q跡以やニ ド Q摺両立倒蝋医瓶事以和ふ~~.\::_6，Sl1m ' 稲田 Q総括￥毘定い時。梢ぷ， r存 自
(∞) 

幅J~ mt::~ミ 1 く 1 1 同社十十 1 1m:;1 1 mベJ~ t-Q~ミ ， 1く11 ~く母 G略心~~的。

川 '胸骨CI-¥.l榊柵!l。ムい

w¥J' I0Q制 E出莫心「居眠J~ i'ニド Q程削 判 刷 州 市 定 内 需 桝 総 括W寝令J420怖榊綱引同 組組'

去三 上4同楼ベJ~.p~ t-Q~細明ベJ tV Q羅脳4み)1民_).{2(111者111)。

(1)(1) Gartner， Joseph (1732-1791) ドイツの植物学者。植物学者 Koelreuter，Joseph Gottlieb の友人。植物学者 Gartner，
KarI Friedrichの父。
『種子と果実のなる植物』

( 2 ) ( 2 ) SprengeI， Kurt Polykarp(1766-1833) ドイツの生物学者。HaIIe大学教授。生物学者 Sprengel，Christian Konradの甥。 二P
『植物知識入門』 巴

( 3 ) ( 3 ) Linne， CarI von (1707-1778) スェ ーデシの博物学者。リ γネの雌雄蕊分類法と二名法で有名。
『植物の体系』

( 4 ) ( 4 ) CandoIIe， Augustin Pyrame de (1778-1841) スイスの槌物学者。自然分類を提唱。
『植物の体系』

( 5 ) (5) Cuvier， Georges Leopold Christien Frederic Dagobert (1769-1832) フラγスの動物学者。比較解剖学，古生物学，動
物分類学の研究。天変地異説の提唱。
Rをgneanimal distribue d'apr色sson organisation， 1817 
『体制によって分類された動物界』

( 6 ) ( 6 ) Nees von Esenbeck， Chistian Gottfried (1766-1858) ドイツの植物学者。自然哲学者。熱帯植物誌及び下等植物の研究。
Handuch der Botanik， Nurnberg， 1820 

(7)(7) 著者不明
『四年間の植物相一政府印刷所製本』

(8)(8) 著者不明 (Cranfort)
『東印度諸島史』

(9)(9) 著者不明 (Ramdohr)
『昆虫の消化告書』



(10)(10) Meckel， Johann Friedrich (1781~1833) ドイツの解剖学者。比較解剖学の研究。
『比較解剖学体系J 7 巻 1821~1833

(11) (11) Humboldt， Alexander von (1769~ 1859) ドイツの自然学者。植物地理学者。
Baupland， Aime Jacques Alexandere，フラ γスの植物学者。 フンボルト の共同研究者。
『動物学上の観察』

(12) (12) Oken， Lorenz (1779~1851 ) ドイツの自然哲学者。生物学者。
(13) Lamarck， Jean Baptiste (1744~1829) フラシスの博物学者。進化論者。動植物の分類学の研究。

Systeme des animaux sans vert色bres，1801 
『無脊椎動物の体系』

(14) (13) Lacepede， Bernard Germain Etienne de Laville (1756~1825) フラシスの博物学者。魚類の研究。
Ii'T H. Bechstein による註解及び補選のついたドイツの蛇類及び四足類の博物誌』

(15) (14) 著者不明 (Meeren)
『両生類の博物誌』

(16) (15) La Perouse， Jean Francois， Comte de Galaup ( 1741~1788) フランスの科学者。博物学者。探検家。
(17) (16) Lassen over het planetarium， tellurium en lunarium， Amsterdam， 1803の著者Swinden，J. H. vanと思われる。
(18) (17) Kastner， Karl Wilhelm Gottlob (1783~ 1857) ドイツの物理及び化学者。リ ーピッヒの先生。

『実験物理学入門』
(19) (18) Hermbstadt， Sigismund Friedrich (1758~ 1833) ドイツの化学者。薬学者。

『実験化学』
(20)(19) John， Johann Friedrich (1782~1847) ドイツの化学者。

Chemisches Laboratorium， oder Anweisung zur chemischen Analyse. der Naturalien， 1808 
『化学実験室及び天然、物の化学分析のための案内』

(21) (20) Blumenbach， Johann Friedrich (1752~ 1840) ドイツの生理学者。人類学者。
(22) (22) 著者不明 (Jlliger)

『晴i乳類鳥類分類序説』
(23) (23) Rudolphi， Carl Asmund (1771-1832) スェ ーデン生まれ。ペノレリ γ大学教授。動物学者。医学者。

Entozoorum sive vermium intestinalium historia naturalis， 2 vol.， 1808-1810 
『小腸寄生虫の博物誌』

(24) (24) 著者不明 (Hoffmans)
(25) (25) Breithaupt， J. F. A. (1791~1873) イギリスの鉱物学者。彼の名にちなんで安ニ ッケノレ鉱を breithauptitという。
(26) (26) 前出 (5) (Cuvier) 

『比較解副学講義.lI1801~1805 年
(27) (27) Tiedemann， Friedrich (1781~1861) ドイツの動物学者。解剖学者。

『動物学』
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(28) (28) 前出 (14)(Lacepede) 
『魚類の博物誌.11 6巻， 1798-1803年

(29) (29) 前出 (11)(Humboldt) 
『新スペイ γ国王iζ関する政治論』

(30) (30) 前出 (11)(29) 
Voyage aux regions equinoxiales du nouveau continent， 30巻 1811-1826
『新大陸赤道地帯旅行記』

(31) (31) 前 出(2) (Sprengel) 
『科学的植物学綱要』

(32) (32) BalJenstedt， ドイツの牧師

『太古世界』
(33)(33) Werner， Abraham Gottlob (1750-1817) ドイツの鉱物学者。フ γボルトの先生。

『最新鉱物分類学』
(34) (34) Persoon， Christian Hendrik (1755-1839) ドイツの植物学者。

Synopsis Fungorum， 1801であろうか?
『キノ コ学概説』

(35) (35) 著者不明 (Parrot)
(37)(37) Jussieu， Antoine Laurent de (1748-1836) フラ γスの植物分類学者。自然分類を提唱。

『植物分類図説』
(38) (38) 前出(4) (CandolJe) 

『植物自然分類序説』
(39) (39) 前出 (21)(Blumenbach) 

『博物学の対象の写生』
(40) (41) 前出(6) (Nees von Esenbeck) 

System der Pilze und Schwamme， 1817 
『菌類の分類』
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歴
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わ
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っ
た
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O
R
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白
ロ
仏
ゅ
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に
つ
い

F
白
足

Ego-
(化
学
者
〉

国
2
5
Z
S含
"
』
。
y
p
同ハ

g
z
mア
(
鉱
物
学
者
〉

切
E
E
E
c
-
-
(牧
師
)
切
包

-mg芯
去

に
つ
い
て
生
殻
年
や

て
は
後
日
の
調
査
に
期
す
る
外
な
い
。

乙
れ
ら
の
書
籍
を
分
野
別
に
分
類
し
て
見
る
と
、
生
物
学
幻
部
、
物
理
学
2
部
、
化
学
2
部
、

人
類
学
1
部
、
鉱
物
学
3
部
、
地
理
学
そ
の
他
(
生
物
地
理
も
含
む
〉

7
部
で
あ
る
。

題
名
だ
け
で
は
正
確
な
事
は
言
え
な
い
が
、

板
沢
の
報
告
資
料
と
「
和
訳
」
で
の
書
籍
数
は
一
致
せ
ず
、

「
和
訳
」
で
は
品
部
と
し
て
い
る
が
、
両
者
の
照
合
に
よ

っ
て
も
位
部
し
か
挙

げ
る
と
と
が
出
来
な
い
。

乙
の
場
合
も
正
確
に
は
原
資
料
に
当
る
外
な
い
。

以
上
の
調
査
か
ら
、
乙
の
時
購
入
し
た
書
籍
の
大
半
が
生
物
学
関
係
で
あ
り
、
医
学
書
が
一
冊
も
見
ら
れ
な
い
事
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
生
物
学
書
の
内
容
を
見
る
と
、
殆
ん
ど
分
類
学
、
博
物
誌
、
比
較
解
剖
学
の
分
野
で
あ
る
。

ζ

の
事
は
シ

I
ボ
ル

ト
の
日
本
で
の
関

心
や
使
命
と
ま
乙
と
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
地
理
学
、
鉱
物
学
な
ど
他
分
野
の
吉
籍
を
も
合
せ
て
見
る
と
、
シ
ー
ボ
ル
ト
の
巾
広

(57) 

い
万
有
学
を
十
分
支
え
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

ま
た
、
そ
の
書
籍
の
著
者
逮
の
大
半
に
つ
い
て
、
現
在
の
科
学
史
書
、
人
名
辞
典
、
百
科
辞
典
な
ど
か
ら
調
べ
得
た
事
は
、
シ
l
ボ
ル
ト
が

当
時
の
第
一
線
の
学
者
達
の
著
書
を
読
ん
で
い
た
事
を
示
し
て
い
る
。

生
物
学
者
に
限
っ
て
見
て
も
、
ピ
ロ
ロ
0
・
F
白

HH】
白
同

nw
出
口
ヨ

σ
。E
F

ハ
U
Z
4
芯
ア

O
R巾
P

∞-
z
B
Oロ
σωny

U
m
n白ロ円四
o--0
・
E
Z
F
O
Z
な
ど
現
在
の
教
科
書
や
啓
蒙
書
に
登
場
す
る
人
物
逮
で
あ
る
。
書
籍
自
身
も

著
者
達
の
近
代
科
学
に
脱
皮
し
た
主
著
が
多
い
。

シ
1
ボ
ル
ト
は
来
日
以
前
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
資
料
中
に
見
ら
れ
る
オ
l
ケ
ン
、
ネ
l
ス
・
フ

ォ
ン
・
エ
1
ゼ
ン

ベ
ッ

(ロ)

ク
、
キ
ュ
ビ
エ
さ
ら
に
ゲ
ル
ト
ナ
!
の
息
子
の
植
物
学
者
。
廿

E
2・
穴
白
ユ
司
門
戸
包
巳
n
F
0
3
N
l
H
g
o〉
に
接
触
し
て
い
る
。

ま
た
、
資
料
の
中
の

ω胃

gmm-
の

〉
己
O
F
Zロ∞
N

己
円
烈
Z
E
D
-
g
仏

2
C
O者
以

n
y
Z
H∞
H
4
1
H∞
H∞

(
刊

U
)

蓄
に
与
え
た
本
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

と
と
ろ
で
、

は
後
に
シ

l
ボ
ル
ト
が
宇
田
川
格

:255 



乙
の
資
料
か
ら
、
シ
l
ボ
ル
ト
が
当
時
の
最
先
端
の
科
学
知
識
を
も
っ
て
い
た
事
が
わ
か
り
、
ド
ド
、
不
ウ
ス
や
ヨ
ン
ス
ト
ン
な
ど
の
博
物
誌

(M
)
 

を
今
だ
に
珍
重
し
て
い
た
当
時
の
日
本
に
お
い
て
、
シ
l
ボ
ル
ト
の
最
新
の
知
識
が
当
時
の
蘭
学
者
に
非
常
に
大
き
い
シ
ョ
ッ
ク
と
影
響
を
直

(
江
川

〉

接
間
接
に
与
え
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

25& 

終
り
に
、
本
研
究
に
対
す
る
中
村
禎
里
氏
と
月
沢
美
代
子
氏
の
多
大
な
協
力
と
教
示
に
心
か
ら
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

(
本
稿
の
一
部
は
、
昭
和
必
年
同
月

6
臼
長
崎
の
日
本
医
史
学
会
総
会
で
発
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
研
究
は
昭
和
必
年
度
科
学
研
究
費
補

助
金
に
よ
る
も
の
で
あ
る
〉

注(1
)
 板
、
沢
武
雄
「
シ
l
ボ
ル
ト
の
第
一
回
渡
来
の
使
命
と
彼
の
日
本
研
究
特
に
日
蘭
貿
易
の
検
討
に
つ
い
て
」
『
シ
l
ボ
ル
ト
研
究
』

三
八

板
沢
武
雄
『
日
開
文
化
交
渉
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
一
九
五
九

板
沢
武
雄
『
シ
l
ボ
ル
ト
』
吉
川
弘
文
館
一
九
六

O

上
野
益
三
「
本
草
と
博
物
学
」
『
家
明
期
日
本
の
生
物
史
』
養
賢
堂
一
九
七
二

上
野
益
三
『
日
本
博
物
学
史
』
平
凡
社
一
九
七
三

著
者
名
の
頭
に
番
号
を
つ
け
た
外
は
板
沢
の
原
文
の
ま
ま
で
あ
る
。

乙
の
場
合
も
番
号
以
外
は
原
文
の
ま
ま
で
あ
る
。
板
沢
に
よ
る
と
、
書
名

必
部
と
あ
る
が
、
U
部
し
か
ζ
ζ

で
は
見
ら
れ
な
い
。

前
出

(5
)
を
参
照
せ
よ
。

は
板
沢
の
報
告
資
料
、

は
板
沢
の
「
和
訳
」
の
番
号
を
示
す
。

調
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
不
明
の
点
も
あ
り
、
誤
訳
な
ど
誤
り
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
叱
正
、
助
言
、
教
示
を
乞
う
と
と
切
で
あ
る
。

前
出
(4
)
で
は
、
舎
名

ω部
中
動
物
に
関
す
る
も
の
M
部
、
植
物
に
関
す
る
も
の

刊
部
と
し
、
前
出
(
5
)
で
は
、
動
植
物
に
関
す
る
も
の

お
部
と
し

て
い
る
。

呉
秀
三
『
シ
l
ボ
ル
ト
先
生
1
』
平
凡
社
一
九
六
七

と
の
本
は
早
稲
田
大
学
図
4
3
館
に
現
存
す
る
。
『
洋
学
文
庫
目
録
』

岩
波
書
底

1L 

(2
)
 

(
3〉

(4
)
 

(5
)
 

(6
)
 

(7
)
 

(8
)
 

(9
〉

(
叩
〉

(日
)

(58) 
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)

(日
)

早
稲
田
大
学
図
書
館

九
七
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A Glimpse of Ph. Franz von Siebold as Scientist， 

from Materials reported by T. Itazawa . 
(
自
由
)

by Ichiro Y ABE 

Takeo Itazawa (1938) reported on a list of those books obtained by Siebold at Nagasaki from Europe 

and Batavia in 1825. Inquiry into this list has revealed that these books were mostly on biology with 

none on medicine. Most of the authors of these books were the foremost scientists in Europe at the 

time， such as Linne， Jussieu， De Candolle， Persoon， Cuvier， Lamarck， Humboldt， Oken， Blumenbach， 

Kastner， John， Werner， Breithaupt and so on. Moreover， almost all of them were the representive works 

of these authors. These facts show that Siebold had up-to-date knowledge of European science despite 

~* residence in Japan. Therefore， Japane号e号tuqentsof Dutch learning owed ;l ~reat deal to SiebJld， 
h
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日
本
医
史
学
錐
能

・
第
二
十
巻

第
三
号

・
昭
和
四
十
九
年
七
月

昭
和
四
十
九
年
三
月
五
日
受
付

江
馬
塾
に

b
け
る

『扶
氏
経
験
遺
訓
』
の
需
要

下
片

桐

男

一
『
扶
氏
経
験
遺
訓
』
の
刊
行
を
め
ぐ
っ
て

1 

そ
の
刊
行
経
過
に
つ
い
て

『
扶
氏
経
験
遺
訓
』
の
出
版
に
関
し
て
は
、
緒
方
富
雄
博
士
の
論
文
と
、

『
開
板
見
改
元
帳

二
』
が
参
考
と
な
る
。
緒
方
論
文
は
、
主
と

し
て
緒
方
洪
庵
と
箕
作
秋
坪
と
の
往
復
書
翰
を
用
い
て
、
初
軟
(
三
冊
〉
と
薬
方
編
が
安
政
四
年
〈
一
八
五
七
〉
の
悲
に
刊
行
を
み
る
ま
で
の

経
緯
を
詳
細
に
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
、
書
物
の
表
紙
や
刊
記
か
ら
だ
け
で
は
窺
い
知
る
乙
と
の
出
来
な
い
、
裏
面
の
実
情
が
わ
か
っ
て
興
味
深

い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
実
際
の
発
売
は
翌
安
政
五
年
の
初
め
か
ら
の
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
朕
以
下
の
刊
行
に
関
し
て
は
、
初
軟

・
薬
方
編

と
同
時
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
な
お
完
結
ま
で
に
時
日
を
要
し
た
と
と
を
言
及
さ
れ
た
が
、
そ
の
刊
行
の
経
緯
に
つ
い
て
は
詳
論
さ
れ

ず

扶
氏
遺
訓
が
完
了
し
た
の
は
何
時
頃
で
あ
っ
た
か
。

私
の
手
許
に
は
乙
れ
を
証
す
る
に
足
る
材
料
は
な
い
が
、

万
延
元
年
庚
申
十
二
月

ハ
一
八
六

O
〉
に
附
録
の
草
稿
の
こ
と
を
云
々
し
た
手
紙
が
秋
坪
の
許
へ
届
い
て
ゐ
る
か
ら
、
完
了
は
恐
ら
く
そ
の
翌
年
(
即
ち
文
久
元

年
に
当
る
)
の
早
々
で
あ
っ
た
ら
う
(
一
八
六
一
〉
。

と
結
ん
で
お
ら
れ
る
。

『
開
版
見
改
元
帳

二
』
は
、
書
物
の
開
版
〈
出
版
〉
に
際
し
て
行
な
わ
れ
た
草
稿
見
改
め
の
記
録
で
あ
る
。

『扶
氏
経
験
遺
訓
』

の
「
見

(60) 



改
」
に
関
し
て
は
、
安
政
四
年
(
一
八
五
七
〉
の
、
お
そ
ら
く
正
月
よ
り
安
政
六
年
ハ
一
八
五
九
)
十
一
月
ま
で
か
か
っ
て
本
文
編
と
薬
方
編

が
「
伺
済
」

(
H
草
稿
本
審
査

・
許
可
〉
と
な
り
、
「
附
録
」
は
文
久
元
年
(
一
八
六
一
)
七
月
に
「
伺
済
」
と
な
っ
た
。
そ
の
順
序
は
、
初
朕

の
順
序
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
薬
方
編
の
み
が
初
軟
に
続
い
て
早
く
見
改
め
の

-
薬
方
編
、
二
秋
、
三
験
、
四

・
五
軟
、
六

・
七
朕
、
附
録
、

手
続
き
が
と
ら
れ
た
も
の
で
、
あ
と
は
す
べ
て
軟
順
に
行
な
わ
れ
た
と
と
を
知
り
得
る
。
た
だ
し
、
「
開
版
見
改
」

は
草
稿
本
審
査
の
段
階
で

中
の
っ
て
、
乙
れ
が
実
際
に
刊
行
を
み
る
ま
で
に
は
か
な
り
の
作
業
と
日
時
を
要
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
見
改
」
の
記
録
を
も
っ
て
、
刊

行
を
予
測
す
る
乙
と
は
で
き
な
い
。

江
馬
信
成
に
宛
て
ら
れ
た
洪
庵
の
十
通
の
書
翰
は
、
乙
れ
ら
の
諸
点
に
お
い
て
寄
与
す
る
と
乙
ろ
少
な
く
な
い
。
近
世
に
お
け
る
出
版
史
の

分
野
に
お
い
て
も
、
書
物
出
版
の
最
終
結
果
段
階
が
確
認
で
き
る
好
例
と
も
な
り
得
ょ
う
。

そ
乙
で
、
十
通
の
書
翰
の
発
信
年
度
の
考
証
を
兼
ね
て
、
内
容
を
点
検
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
内
容
か
ら
発
信
年
を
最
も
明
確
に
し
得
る
も
の
は
第
四
書
翰
で
あ
る
。
文
中
、
「殊

-一先
般
ハ
御
大
人
様
御
願
之
通
御
致
仕
ニ
相
成
、
(61) 

大
兄
御
家
督
無
二
相
違
-被
ν
為
ニ
仰
蒙
}候
よ
し
」
と
あ
る
点
は
、

『
江
馬
氏
系
譜
』
の
「
元
益
」
の
項
に
お
い
て
、
「
万
延
二
年
辛
酉
二
月
朔
、

因
v
病
乞
ニ
致
仕
こ
て
「
二
月
廿
二
日
」
付
で
許
可
状
が
下
さ
れ
、
三
月
期
日
に
正
式
に
認
め
ら
れ
、

「
信
成
」
の
項
に
お
い
て
、
「
万
延
二
年

辛
酉
三
月
朔
嗣
ニ
家
賜
禄
八
十
石
こ
と
明
記
さ
れ
て
い
る
点
に
附
合
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
四
翰
は
万
延
二
年
す
な
わ
ち
文
久
元
年
〈
一
八

六
一
〉
四
月
十
四
日
付
、
緒
方
洪
庵
か
ら
江
馬
春
齢
(
信
成
)
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
と
明
白
に
し
て
動
か
な
い
。

乙
の
本
翰
に
お
い

て
、
『
遺
訓
』
に
つ
い
て
、

「
切
〆

ニ
付
」
製
本
が
出
来
次
第
送
る
と
申
し
送
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
本
翰
が
洪
庵
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
文
久
元
年
四

月
十
四
日
現
在
に
お
い
て
、
『
遺
訓
』
は
、

洪
庵
は
三

・
四

・
六
・
七
の
各
軟
と
薬
方
編
の
軟
と
を
各
二
部
づ
っ
送
っ
た
と
い
い
、
初

・
二
・
五
の
各
軟
分
は

初

・
二
・
三

・
四

・
五

・
六

・
七

・
薬
方
の
各
編
の
刊
行
を
み
て
い
た
と
と
が
判
明
す
る
。

附
録

の
と
と
は
ま
だ
み
え
て
い
な
い
。

右
の
第
四
翰
を
基
準
に
し
て
、
各
書
翰
の
内
容
を
み
て
い
く
と
、
第
一

・
二
・
三
翰
が
乙
れ
を
早
ま
わ
り
、
第
五

・
六

・
七

・
八

・
九

・
十
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翰
が
こ
れ
よ
り
遅
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
書
翰
は
、
第
二

・
三
軟
分
二
十
部
の
代
金
受
領
の
礼
を
述
べ

、
第
四
軟
も
冬
中
に
卒
業
の
積
り
の
と
ζ

ろ
、
ま
だ
少
し
出
来
て
い
な
い

の
で
、

「
春
日
早
々
に
は
卒
業
」
と
予
定
を
申
し
送
っ
て
い
る
。
洪
庵
が
ま
え
ま
え
よ
り
『
造
訓
』
の
出
版
を
急
い
で
い
た
事
情
と
刊
行
分
量

か
ら
し
て
、
お
そ
ら
く
は
初
朕

・
薬
方
編
の
軟
が
刊
行
さ
れ
た
安
政
五
年
の
暮
十
二
月
二
十
日
の
書
翰
と
み
る
の
が
順
当
の
よ
う
で
あ
る
。

第
二
書
翰
は
、

「
遺
訓
第
六
朕
出
来

ニ
付
一

本
呈
上
」
と
い
っ
て
い
る
。
第
四

・
五
険
分
の
刊
行
に
要
し
た
で
あ
ろ
う
日
時
を
考
え
合
せ
る

と
、
本
翰
は
安
政
七
年
(
万
延
元

・
一
八
六

O
〉
の
二
月
二
十
二
日
付
の
書
翰
と
み
る
の
が
順
当
と
恩
わ
れ
る
。
安
政
六
年
に
繰
り
上
る
の
は

四

・
五
軟
刊
行
に
要
す
る
日
時
が
短
か
す
ぎ
て
無
理
と
な
り
、
ま
た
、
見
改
め
が
安
政
六
年
十
一
月
に
よ
う
や
く
済
ん
で
い
る
点
か
ら
も
合
わ

な
い
。
か
と
い
っ
て
、
万
延
二
年
に
降
る
乙
と
は
、
続
く
七
編
刊
行
に
要
す
る
日
時
が
短
か
す
ぎ
る
乙
と
と
な
り
無
理
で
あ
ろ
う
。

第
三
書
翰
は
、
第
六
軟
送
本
に
続
い
て
第
七
軟
分
も
出
来
に
つ
き
送
本
の
旨
を
申
し
送
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
二

・
三
翰
は
そ
れ
ほ

ど
日
時
を
経
た
も
の
と
も
思
わ
れ
な
い
。
文
久
元
年
三
月
十
三
日
の
書
翰
と
み
る
と
と
も
不
可
能
で
は
な
い
が
、

(62) 

や
は
り
万
延
元
年
三
月
十
三

日
付
の
も
の
と
み
る
の
が
順
当
に
思
え
る
。

第
五
書
翰
は
、
「
此
頃
」
、
備
前
ま
で
赴
い
た
病
用
出
張
か
ら
「
帰
坂
」
し
た
の
で
返
事
の
遅
延
し
た
乙
と
を
詑
び
、
次
い
で
注
文
に
し
た
が

っ
て
、
「
遺
訓
全
部
八
軟
」

と
初

・
薬

・
五

・
六

・
七
軟
分
を
そ
れ
ぞ
れ
希
望
の
部
数
送
っ
て
い
る
文
面
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
第
四
翰
よ

り
早
い
万
延
元
年
四
月
二
十
九
日
付
の
書
翰
と
は
見
な
さ
れ
ま
い
。
か
と
い
っ
て
、
文
久
二
年
の
四
月
二
十
九
日
に
あ
て
て
み
る
と
、
洪
庵
自

身
の
『
壬
成
旅
行
日
記
』
に
よ
っ
て
明
白
な
ど
と
く
、
そ
の
頃
の
洪
庵
は
中
国

・
四
園
地
方
へ
の
旅
行
中
で
、
大
坂
か
ら
発
信
で
き
る
は
ず
も

な
い
か
ら
、
乙
れ
も
無
理
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
文
久
元
年
(
一
八
六
一
〉
四
月
二
十
九
日
付
の
書
翰
と
見
な
す
の
が
順
当
と
考
え
ら
れ
る
。
本

翰
に
も
ま
だ
附
録
の
こ
と
は
み
え
な
い
。

第
六
書
翰
に
は
、
七
月
来
不
快
の
乙
と
を
述
べ

、
注
文
に
し
た
が
っ
て
「
扶
氏
遺
訓

全
部
」
を
一
組
送
る
と
い
い
、
「
附
録
も
」
「
漸
ク
此

頃
出
来
上
リ
候
ニ
付
、

一
本
呈
上
」
と
重
要
な
乙
と
を
述
べ
て
い
る
。
洪
庵
は
文
久
二
年
八
月
五
日
に
江
戸
ヘ
向
け
大
坂
を
出
立
し
て
い
る
ζ



と
か
ら
し
て
、
本
翰
は
文
久
元
年
(
一
八
六
一
〉
十
一
月
二
十
五
日
付
の
書
翰
と
い
う
乙
と
に
な
る
。
見
改
め
が
周
年
七
月
に
済
ん
で
い
る
乙

と
と
も
、
時
間
的
前
後
関
係
は
矛
盾
し
な
い
。

第
七
書
翰
に
は
、

金
額
か
ら
し
て
、
ζ

れ
は
既
刊
分
全
体

(
峡
)

「
薄
紙
摺
追
訓
壱
部
」
を
注
文
に
し
た
が
っ
て
送
本
す
る
旨
の
乙
と
が
み
え
、

一
セ
ッ
ト
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
久
二
年
〈
一
八
六
二
〉
正
月
九
日
付
の
書
翰
と
い
う
と
と
が
で
き
よ
う
。

第
八
書
翰
に
は
、
「
又
と
限
病
」

と
い
い
、
「
薄
紙
摺

全
部
一
軟
」
「
常
製
本
十
六
鉄

全
二
部
」
「
附
録

十
三
部
」
と
い
う
内
容
が
み
え
る
。

同
じ
く
文
久
二
年
正
月
十
五
日
付
の
書
翰
と
考
え
ら
れ
る
。

第
九
書
翰
に
は
、
注
文
に
よ
っ
て
、
「
薄
紙
摺
遺
訓
」
を
送
本
し
た
ら
、
代
金
一
両
三
歩
の
送
金
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
受
領
を
謝
し
、
「久

と
風
邪
平
臥
」
の
た
め
礼
状
の
遅
く
な
っ
た
乙
と
を
詑
び
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
乙
れ
ま
た
文
久
二
年
二
月
二
十
日
付
の
書
翰
と
受
け
取
れ

よ・っ。第
十
書
翰
は
、
注
文
に
よ
り
、

「
遺
訓
附
録
三
部
、
通
論
一
部
、

一
部
」

を
送
本
し
た
旨
の
送
り
状
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
乙
れ
も
ま
た

(63) 

前
便
に
続
く
文
久
二
年
二
月
二
十
七
日
付
の
書
翰
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
を
一
表
に
ま
と
め
て
み
れ
ば
次
の
ご
と
く
な
ろ
う
。

『
扶
氏
経
験
遺
訓
』
刊
行
経
過
関
連
記
事

邦

西

暦

緒
方
論
文
に
よ
る
判
明
点

江
馬
信
成
宛
て
緒
方
洪
庵
書
翰
に
よ
る
判
明
点

(右一扇一
の
数
字
は
書
翰
番
号
)
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磨

一
八
五
七
一

一
暮
十
二
月
十
七
日
、
初
峡
(
三
巻
)

一

・
薬
方
編
出
来

一
八
五
八
一
年
初
か
ら
発
売
?

一正
月
十
目
、
初
秩
九
匁
(
二
朱
)
、

一六
匁
、
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一
文
句
戸
一
一
八
六
一
一
一
一
六
月
十
日
江
戸
で
?
十
四
歳
v

一

2 

常
製
本
と
薄
紙
摺
本
と
そ
の
売
価

そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
売
価
に
つ
い
て
比
較
し
て
お
き
た

次
に
、
洪
庵
の
害
状
に
み
え
る
「
常
製
本
」
と
「
薄
紙
摺
本
」
と
の
関
係
な
ら
び
に
、

し、
。

一
覧
表
を
作
成
し
て
示
せ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

乙
れ
を
も
っ
て
み
る
に
、
常
製
本
の

『扶氏経験遺訓IJJ巻 ・冊 ・峡関係一覧

常製本冊 薄刷本
秩 巻

順天堂本|慶応本

冊
(江馬本〉

1 問 1 
2 1 
3 

4 4 

2 5 5 2 
6 1 

7 
6 

8 

三討3 
ーす

3 
10 
11 
12 11 
13 4 

14 12 
4 

15 13 
16 14 5 2 
17 15 
18 16 

5 19 17 6 

20 18 
21 19 

6 22 20 7 

23 21 
24 22 3 

7 
25 23 

8 

薬方編薬i方 21 
24 

9 
25 

州当 I 10 I 

内
容
は
本
編
が
二
十
五
巻
、
薬
方
編
二

け
て
お
り
不
明
で
あ
る
。
慶
応
大
学
医
学
部
医
史
学
教
室
蔵
本
は
、

巻

附
録
三
巻
の
計
三
十
巻
よ
り
成
っ

(65) 

て
い
る
。

そ
の
冊
数
は
、
順
天
堂
大
学

医
史
学
教
室
本
に
よ
れ
ば
上
の
表
の
ど

と
く
二
十
五
冊
と
な
っ
て
い
る
。

巻
之

ムハ

・
七
が
一
冊
、
巻
之
十
三

・
十
四
が

一
冊
と
な
っ
て
お
り
、

薬
方
編
は
巻
数

通
り
二
冊
と
な
っ
て
い
る
。

附
録
は
欠

ほ
ぽ
峡
数
と
対
応
し
て
い
る
。
た
だ
第
四
軟
(
巻
之
十
二
|
十
七
〉
が
二

冊
に
分
か
れ
て
い
る
。
薬
方
編
は
一
冊
に
ま
と
め
で
あ
る
。
附
録
も
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
次
に
江
馬
家
本
の
薄
刷
本
を
み
る
に
、
表

示
の
ご
と
く
三
冊
に
合
本
さ
れ
て
い
る
。
附
録
が
欠
け
て
い
る
。
附
録
の
つ
い
て
い
る
薄
刷
本
は
ま
だ
確
認
し
て
い
な
い
。
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代
価
に
話
を
移
そ
う
。

264 

第
四
翰
を
み
る
と
、
常
製
本
が
全
部
〈
一

l
七
軟
と
薬
方
編
の
一
組
〉
で
金
一
両
と
あ
る
。
端
本
は
算
用
が
六
ケ
敷
い
の
で
定
価
通
り
と
い

っ
て
い
る
。

そ
こ
で
端
本
の
場
合
を
考
え
て
み
る
に
、
安
政
五
年
正
月
十
日
現
在
で
、

此
度
上
木
之
初
軟
は
九
匁
(
二
朱
也
〉
。

薬
方
は
六
匁
と
価
ひ
相
定
め
申
候
。

両
方
に
て
大
阪
銀
十
五
匁
に
相
成
り
、
金
に
て
は
三
朱
と

百
四
十
文
に
相
成
申
候
(
後
略
〉

と
あ
る
か
ら
、
初
軟
は
銀
九
匁
(
金
二
朱
)
、
薬
方
編
は
銀
六
匁
と
い
う
と
と
が
わ
か
る
。

第
一
翰
を
み
る
と
、
二
朕
三
峡
二

O
部
で
六
両
一
分
で
あ
る
と
み
え
る
。

乙
れ
を
、
か
り
に
均
等
に
割
っ
て
み
る
と
、
二
峡
三
軟
と
も
そ
れ

ぞ
れ
一
部
に
つ
き
金
二
朱
半
と
い
う
計
算
に
な
り
、

銀
に
な
お
せ
ば
十
一
匁
引
と
な
る
。

金
半
朱
(
五

O
O文
〉
の
値
上
り
と
い
う
乙
と
に

な
ろ
う
か
。

(66) 

第
五
翰
に
お
い
て
、
洪
庵
は
薬
方
編
六
匁
を
一
朱
で
も
よ
い
と
い
っ
て
い
る
。
前
の
計
算
か
'
り
す
れ
ば
、

一
匁
半
安
く
て
も
よ
い
と
い
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

第
七
翰
で
、
薄
紙
摺
本
一
部
に
つ
き
、
書
林
売
り
は
銀
三
枚
、
社
中
K
は
金
一
両
三
分
と
い
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
何
程
の
差
を
つ
け
て
い
る

乙
れ
を
、
明
暦
ご
ろ
以
後
の
公
定
相
場
金
一
両
お
よ
そ
銀
六

O
匁
を
も
っ
て
換
算
す
る
と
、
銀
三
枚
一
二
九
匁
計
算
で
二
両
強

と
な
る
か
ら
、
結
局
、
社
中
へ
は
書
林
売
り
よ
り
一
分
値
引
き
し
て
あ
げ
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
前
記
九
匁
H

二
朱
の
計
算
か

乙
と
な
の
か
。

ら
す
る
と
、
こ
れ
は
一
両
三
分
と
な
っ
て
、
割
引
い
た
と
と
に
な
ら
な
い
。

乙
れ
は
ど
う
し
た
乙
と
か
、
変
動
期
の
ヵ
、
不
勘
定
の
六
ケ
敷
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。

第
八
翰
で
は
、
薄
紙
摺
本
は
「
当
時
一
両
弐
分
売
」
で
あ
る
が
、
社
中
へ
は
「
五
百
疋
」
と
相
定
め
、
常
製
本
ハ
全
八
軟
で
「
一
両
」
と
相

定
め
る
と
し
て
い
る
。
端
本
は
計
算
が
し
に
く
い
か
ら
旧
来
通
り
の
定
価
と
し
て
い
る
。

ζ

乙
で
判
明
す
る
乙
と
は
、
常
製
本
と
薄
紙
摺
本
と



で
は
後
者
の
方
が
二
分
高
い
乙
と
で
あ
る
。
次
に
、
ま
た
こ
こ
で
書
林
売
価
と
社
中
頒
価
と
の
相
違
を
点
検
し
て
み
た
い
。

す
る
と
、
銭
五
百
疋
は
五
千
文
す
な
わ
ち
金
一
両
一
分
に
相
当
す
る
乙
と
に
な
り
、
結
局
、
社
中
へ
は
市
価
よ
り
一
分
引
い
て
い
る
と
と
が
判

一
疋
十
文
計
算
と

明
す
る
。
全
体
に
若
干
安
価
に
な
っ
て
い
る
。

と
ζ

ろ
が
、
第
九
翰
を
み
る
と
、
薄
紙
摺
本
が
ま
た
金
一
両
三
歩
と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
若
干
値
上
り
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

要
す
る
に
、
常
製
本
と
薄
紙
摺
本
と
で
は
後
者
が
幾
分
高
価
で
あ
る
こ
と
。
常
製
本
全
一
部
は
文
久
年
間
ま
で
ほ
ぼ
金
一

両
と
一
定
の
よ
う

で
あ
っ
た
が
、
薄
紙
摺
本
一
部
は
金
一
両
二
分
か
ら
二
両
く
ら
い
の
聞
を
上
下
し
て
い
た
ら
し
い
。
そ
の
い
ず
れ
に
し
て
も
書
林
売
価
(
市
価
〉

よ
り
も
社
中
頒
価
は
一
分
程
値
引
き
し
て
渡
さ
れ
た
ら
し
く
、
乙
れ
は
ほ
ぼ
一
割
五
分
引
く
ら
い
に
相
当
す
る
。
端
本
売
り
は
計
算
が
六
ケ
敷

い
の
で
、
刊
行
時
に
決
め
た
分
売
価
格
で
、
変
動
も
割
引
き
も
な
し
で
頒
布
さ
れ
た
ら
し
い
乙
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
煩
雑
な
金
銭
勘
定

ま
で
江
馬
信
成
に
と
り
ま
と
め
て
も
ら
っ
て
い
た
た
め
、
緒
方
洪
庵
は
毎
度
「
御
気
之
毒
千
万
」
と
「
恐
縮
」
し
、
そ
の
「
手
数
」
を
「
多
謝
」

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(67) 

四

江
馬
塾
の
盛
況

江
馬
信
成
の
注
文
を
受
け
て
、
緒
方
洪
庵
が
自
著
の
『
病
学
通
論
』
と
『
扶
氏
経
験
遺
訓
』
と
の
両
刊
本
を
送
本
し
、
そ
の
代
価
を
受
領
し

た
こ
と
、
な
ど
に
関
す
る
一
連
の
書
翰
の
内
容
を
追
っ
て
、
思
わ
ず
『
扶
氏
経
験
遺
訓
』
の
刊
行
過
程
を
追
究
す
る
と
と
に
熱
を
入
れ
す
ぎ
て

し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
江
馬
信
成
は
緒
方
洪
庵
の
訳
著
が
刊
行
を
み
る
と
、
早
速
注
文
し
て
い
た
ら
し
く
、
洪
庵
の
書
翰
に
、

「
出
来
次
第
差

上
可
ν
山
中
候
」
と
み
え
、
「
某
軟
出
来

ニ
付

一
本
呈
上
」
と
も
み
え
て
い
る
。

洪
庵
ま
た
「
御
入
用
方
て

早
と
被
-
一
仰
下
-度
、
早
速
差
出
可
v

「
尚
亦
御
入
用
高
被
ニ
仰
間
-
可
v
被
ν
下
候
」
と
「
御
社
中
御
入
用
も
候
ハ
、
御
申
越
可
v
被
ν
下
候
」
な
ど
と
注
文
を
取

っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
信
成
の
発
注
部
数
は
な
か
な
か
多
く
、
書
翰
に
み
え
る
限
り
で
も
お
そ
ら
く
は
各
編
十
一

l
十
三
部
く
ら
い
を
数
え
て
い
る
。
し
た
が

申
候
」
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っ
て
、

洪
庵
ま
た
「
毎
々
多
分

ニ
御
世
話
被
ν
下
奉
一一多
謝
一候
」

と
信
成
が
塾
生
や
社
中
の
面
々
に
斡
旋
し
て
く
れ
る
労
を
謝
し
、
入
金
に
際

266 

し
て
は
「
毎
々
御
手
数
相
懸
ケ
候
義
、

御
気
之
毒
千
万
奉
ν
謝
候
」

と
も
「
毎
々
御
手
数
恐
入
申
候
」
と
も
、

恐
縮
し
て
い
る
。
た
ま
た
ま
遺

っ
て
い
る
書
翰
に
お
い
て
さ
え
も
、
か
か
る
具
合
で
あ

っ
た
か
ら
、
ま
だ
ま
だ
乙
の
ほ
か
に
も
信
成
の
江
馬
塾
を
通
じ
て
『
遺
訓
』
の
需
め
ら

れ
た
例
は
多
か
っ
た
乙
と
と
察
せ
ら
れ
る
。
前
記
の
入
門
者
数
と
と
も
に
、
江
馬
塾
の
盛
況
振
り
の
一
端
を
み
る
ζ

と
が
で
き
よ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
江
馬
信
成
に
お
け
る
乙
の
よ
う
な
『
扶
氏
経
験
遺
訓
』
の
需
要
は
、
彼
の
父
元
益
ハ
藤
渠

・
活
堂
)
ゆ
ず
り
の
も
の
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
元
益
の
随
筆
『
藤
渠
慢
筆
』
を
み
る
と
、
注
目
す
べ
き
一
節
が
み
え
る
。
そ
の
「
初
編

二
」
の
二
十
五
丁
目
に
次
の
ご
と
く

み
え
る
。一

和
漢
西
洋
ノ
医
籍
甚
タ
多
シ
、
然
托
無
益
ノ
理
ヲ
論
ス

ル
書
多
ク
、
今
日
ノ
実
用
ニ
便
ナ
ル
書
鮮
シ
、
漢
書

-一テ
傷
寒
論

・
温
疫
論
冠

タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
西
洋
ニ
テ
ハ
扶
氏
経
験
遺
訓
ヲ
必
用
ノ
書
ト
ス
、
和
人
ノ
著
書
ニ
ハ
水
戸
ノ
本
間
元
調
カ
蕩
科
秘
録

ニ
勝
ル
書
ヲ
見

ズ

(68) 

右
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
江
馬
家
第
四
代
元
益

・
第
五
代
元
義
ハ
信
成
〉

と
も
に
『
扶
氏
経
験
遺
訓
』
が
当
時
に
お
け
る
綜
合
的
な
医
学
書
た

乙
れ
を
社
中
に
斡
旋
し
た
の
で
あ
る
。
『
藤
渠
漫
筆
』
の
右
の
記
事
の
上
部
欄
外
に
は
追
筆
で
、

る
乙
と
を
認
識
し
て
、
乙
れ
を
用
い
、

近
来
独
乙
都
ノ
医
書
多
ク
舶
来
シ
、
今
ノ
医
之
ヲ
喜
へ
斥
、
扶
氏
遺
訓
ニ
及
パ
ザ
ル
寸
遠
シ

と
書
き
入
れ
が
さ
れ
て
い
る
。
明
治
に
入
っ
て
か
ら
の
書
き
入
れ
と
思
わ
れ
る
。

と
れ
か
事
り
し
て
も
、
な
か
な
か
江
馬
塾
に
お
い
て
『
扶
氏
経

験
造
訓
』
の
需
要
と
そ
の
利
用
は
続
い
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。

註

(1
)
 

(2
)
 緒

方
富
雄
博
士
「
緒
方
洪
庵
『
扶
氏
経
験
遺
訓
』
の
出
版
」
(
『
蘭
学
の
と
ろ
』
昭
和
二
十
五
年
、
所
収
〉
。

日
比
谷
図
書
館
所
蔵
、
様
山
健
堂
氏
旧
蔵
本。



八
附
記
V

江
馬
家
史
料
の
調
査
に
つ
い
て
、
筆
者
は
、
青
木
二
郎
氏
の
御
勧
誘
と
江
馬
庄
次
郎
氏
の
御
理
解
と
に
よ
っ
て
、
昭
和
四
十
六
年
の
秋
以
来
個
人
的
に

継
続
し
て
き
た
。
そ
の
後
、
参
集
者
も
増
え
、
昭
和
四
十
八
年
か
ら
は
江
馬
文
書
研
山
内
会
(
江
馬
庄
次
郎
氏
を
は
じ
め
、
青
木
一
郎

・
青
木
允
夫

・
岩
崎

鉄
志

・
斎
藤
信

・
杉
本
勲

・
竹
内
幹
彦

・
田
崎
鱈
郎
・
富
安
広
次

・
安
井
広
の
諸
氏
と
筆
者
)
が
組
織
せ
ら
れ
、
史
料
の
整
理
と
調
査
が
行
な
わ
れ
て
い

る
。
本
稿
は
右
の
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。

(
一
九
七
三

・
一一

・
一五
、
稿
)

(69) 267 



日
本
医
史
学
雑
誌
・
第
二
十
巻

第
三
号

・
昭
和
四
十
九
年
七
月

昭
和
四
十
九
年
四
月
二
十
二
日
受
付
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西

説

内

科

撰

要

に

つ
い
て

(五)

大

滝

高己

雄

18 

痘
筆
撞
制
亭
篇

右
の
表
題
は
「
増
訂
」
の
も
の
で
、
「
西
説
」
で
は
カ
ラ
ン
プ

・
ス
ト
イ
プ
テ
レ
ッ
キ
ン
グ

同
E
B℃
巾
ロ

ω
Z
E℃l
片足
w
w
z
m
と
な
っ
て
い

る。

叶
2
2
5
な
い
し

の
O
ロ
〈
ロ
E
o
の
と
と
で
あ
る
。
漢
医
の
い
わ
ゆ
る
摘
、
痘
、
搭
期
、
驚
風
、
製
引
、
拘
急
、
角
弓
反
張
な
ど
が
皆
ζ

(70) 

れ
に
属
す
る
と
注
さ
れ
て
い
る
。

本
篇
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
現
在
の
撞
筆
の
概
念
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

撞

陸
¥
緊
張
性

Z
E
n

聖
/
間
代
性

己

gHn

撞
筆
と
は
筋
が
不
随
意
に
急
激
に
収
縮
す
る
状
態
を
い
う
も
の
で
、
乙
れ
に
緊
張
性
な
い
し
強
直
性
の
も
の
と
間
代
性
の
も
の
と
が
あ
る
。

い
ず
れ
も
中
枢
神
経
の
異
常
に
よ
っ
て
お
乙
る
も
の
で
あ
る
。

間
代
性
痘
轡
一

4

は
搭
揖
(
チ
ク
デ
キ
)
ま
た
は
ク
ロ

1
ヌ
ス

n-oロ
己
的

と
呼
ば

れ
、
筋
が
不
随
意
的
に
律
動
的
に
収
縮
を
反
復
す
る
も
の
で
、
膝
搭
鋼
、
足
搭
揖
な
ど
が
あ
る
。

ヒ
ス
テ
リ
ー、

て
ん
か
ん、

脳
腫
蕩
な
ど
の

さ
い
に
み
ら
れ
、
お
そ
ら
く
錐
体
路
性
の
障
害
と
考
え
ら
れ
る
。

と
ζ

ろ
で
、
「
西
説
」
や
「
増
訂
」
で
は
、

産
燈
播
製
の
定
義
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

窓
志
に
従
っ
て
運
動
す
る
諸
筋
が
自
由
に

運
動
屈
伸
す
る
乙
と
が
で
き
ず
、
か
え
っ
て
意
志
に
逆
っ
て
自
然
に
穆
縮
す
る
。
ま
た
、
胃
腸
の
筋
線
維
の
よ
う
な
不
随
意
筋
が
牽
引
筆
縮
す



る
。
と
う
し
た
状
態
を
痘
筆
な
い
し
搭
製
と
い
う
。

乙
れ
を
次
の
よ
う
に
二
大
別
す
る

乙
と
が
で
き
る
。

八
カ
ラ
ン
プ
テ
レ
ッ
キ
ン
グ
H
叶め片山ロロ
m
H
症
療

癒
祭
搭
製
ス
ト
イ
プ
テ
レ
ッ
キ
ン
グ

H
n
oロ
〈
ロ
E
O
H
搭
製

カ
ラ
ン
プ
テ
レ
ッ
キ
ン
グ
と
は
「
其
証
長
ク
緩
弛
セ
ス
シ
テ
、
稽
留
固
滞
ス
ル
」
(
西
説
)
「
筆
急
依
然
ト
シ
テ
放
解
セ
ズ
、
彊
硬

ニ
シ
テ
緩

弛
セ
ズ
、
少
シ
モ
伸
縮
挙
動
ス
ベ
カ
ラ
ザ

ル
症
」
(
増
訂
)
す
な
わ
ち
、
痘
獲
が
長
時
間
続
い
た
ま
ま
の
状
態
を
い
う。

ス
ト
イ
プ
テ

レ
ッ
キ
ン
グ
と
は

「
其
休
止
ス
ル
時
有
テ
、

復
タ
強
ク
発
ル
」
(
西
説
)
「
其
症
発
止
往
来
ア
リ
テ
頻
々
ニ

牽
引
製
拍
ス
ル
」

(
増
訂
)
す
な
わ
ち
、
暫
く
休
む
か
と
思
う
と
、
ま
た
撞
筆
が
お
ζ

る
状
態
を
く
り
か
え
す
。

乙
れ
で
み
る
と、

当
時
の
痘
筆
に
対
す
る
分
類

法
と
、
現
在
の

Z
E
n
と

立。
E
n
と
に
分
け
る
考
え
方
と
殆
ど
全
く
同
じ
で
あ
る
と
い
え
る
。

し
か
し
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
釈
は
お
よ
そ
現
代
ば
な
れ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
死
体
で
は
撞
筆
が
お
と
り
得
な
い
事
実
か
ら
、
生
体
で

の
諸
種
の
迩
動
は
精
気
が
(
体
内
に
)
様
注
す
る
た
め
に
お
と
る
と
説
い
て
い
る
。
精
気
が
筋
線
維
に
強
く
入
る
と
筆
縮
が
お
こ
る
。
そ
の
入

(71) 

り
方
が
甚
だ
強
け
れ
ば
、
述
続
的
な
痘
準
す
な
わ
ち
テ
タ
ヌ
ス
が
お
乙
り
、
時
々
休
み
な
が
ら
入
る
場
合
に
は
ク

ロ
!
ヌ
ス
に
な
る
と
い
う
生

気
論
的
解
釈
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

本
症
の
原
因
に
は
次
の
場
合
が
あ
る
。

① 

脱
血
(
貧
血
〉
に
よ
っ
て
お
と
る
乙
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。

乙
と
に
脳
に
行
く
血
流
が
少
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
貧
血
の
さ
い

に
お
乙

る
。
婦
人
の
産
後
、
水
腫
患
者
の
腹
水
穿
刺
後
、
下
痢
の
ひ
ど
い
と
き
に
も
痘
畿
が
お
乙
る。

① 

多
血
の
さ
い
に
も
お
乙
る
。

乙
と
に
脳
が
充
血
し
た
場
合
。
痔
出
血
が
止
っ
た
り
、
月
経
閉
滞
後
に
も
痩
筆
が
お
こ
る。

③ 

神
経
(
精
神
)
の
感
動
に
よ
っ
て
も
撞
燈
が
お
乙
る
。
子
宮
街
逆

(ム

l
ル
ス
ペ

ル

宮
o
m
g℃
0
3
、
少
女
子
に
お
と
る
舞
踏
病

(ω同

〈
広広
∞
ロ白ロ
る
な
ど
の
と
き
。

④ 

初
生
児
の
痘
燈
は
胎
尿
(
胎
便
)
中
に
毒
が
残
り
、
体
外
に
排
出
さ
れ
な
い
た
め
に
お
乙
る。
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産
登
治
療
の
薬
剤
と
し
て
は
白
密
粟
、
阿
芙
蓉
、
剛
姑
石
な
ど
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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19 

頭
痛
篇

定
義

乙
の
症
状
は
他
の
も
の
と
ち
が
っ
て
、
患
者
が
自
ら
頭
痛
を
訴
え
る
の
で
、
そ
の
診
断
は
き
わ
め
て
容
易
で
あ
る
。

分
類

次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
が
、
分
類
し
た
と
乙
ろ
で
、
治
療
法
が
異
る
わ
け
で
な
い
。

セ
パ
ラ
ル
ジ
ア
ロ
巾
匂
『
白
】
包
括
区
今
ま
で
な
か
っ
た
頭
痛
が
新
に
発
し
た
場
合

セ
パ
ラ
ア

nag-og
以
前
か
ら
あ
っ
た
り
、
時
々
発
作
的
に
お
と
る
頭
痛

ヘ
ミ
カ
ラ
ニ
ア

出品

B
-
n
E
E白
頭
痛
が
一
方

κ偏
る
場
合
、
漢
医
の
い
わ
ゆ
る
偏
頭
痛

カ
ラ
ヒ
ス

0
2
5
丁
子
痛
、
限
局
性
頭
痛

頭
痛
の
原
因
と
治
療

生
体
で
は
精
気
が
神
経
の
中
を
通
っ
て
、
知
覚
を
司
る
諸
臓
器
に
向
う
。
ま
た
、
血
管
の
運
動
に
よ
っ
て
血
液
が
循

(72) 

行
す
る
が
、
正
常
の
血
液
な
ら
ば
た
と
え
頭
に
昇
っ
て
も
、
頭
痛
は
お
き
な
い
。
熱
毒
が
頭
に
昇
っ
た
場
合
、
乙
の
熱
の
た
め
に
頭
痛
が
お
ζ

る
次
の
場
合
に
も
頭
痛
が
お
乙
る
。

① 

シ
ン
キ
ン
ゲ
ン
の
あ
る
と
き

@ 

イ
イ
グ
ト
の
酷
属
液
が
脳
膜
に
浸
淫
し
た
と
き
。

① 

う
つ
液
に
よ
る
と
き

④ 

胃
と
頭
は
遠
く
隔

っ
て
い
る
た
め
、
無
関
係
と
考
え
ら
れ
る
が
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
頭
痛
が
あ
れ
ば
食
欲
不
振
と
な
る
。
そ
の
反

対
に
胃
に
悪
液
質
が
あ
れ
ば
、
大
抵
頭
痛
が
お
と
る
。
従

っ
て
頭
痛
の
あ
る
場
合
に
は
胃
腸
を
正
常
に
す
る
乙
と
が
必
要
で
あ
る
。

治
療
と
し
て
は
刺
絡
潟
血
、
ま
た
、
清
涼
な
下
剤
を
用
い
る
乙
と
。



以
上
で
頭
脳
の
病
気
が
終
わ
り
、
次
の
喉
風
篇

一
篇
は
頚
部
の
病
気
〈
病
属
頚
項
〉
で
あ
る
。

20 

喉
風
篇

ラ
テ
ン
語
で

ア
ン
ギ
l
ナ
安
及
那
〉
ロ

m
g白
と
い
う
語
が
し
ば
し
ば
使
わ
れ
る
。

ふ
つ
う
乙
れ
を
咽
喉
(
喉
頭
?
〉
同
oo--

F
白
門
司
ロ
u
内
の

放
衝
(
炎
症
〉

O
Eえ
mw吉
m
(
F
E
5
5三時
O
)

ー
ナ
と
い
う
か
、
喉
風

∞
門
口

E

E
仏
角
川
問
。
。
-

と
訳
す
が
、
咽
喉
炎
は
ア
ン
ギ

l
ナ
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
む
し
ろ
そ
の
ま
ま
ア
ン
ギ

と
い
う
の
が
正
し
い
と
い
う
文
章
で
本
篇
は
始
ま

っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
放
衝
と
い
う
字
は

「
増
訂
」
に
な

っ
て
現
わ
れ
、
炎
症
と
い
う
文
字
が
使
わ
れ
始
め
た
の
は
明
治
以
降
と
思
わ
れ
る
。

「
西
説
」
に
は
ま
だ
現
わ
れ
ず
、

〉ロ

m-E
は
現
在
で
は
絞
担
感
を
お
乙
す
疾
患
の
総
称
で
、
狭
心
症

〉ロ

m-z

〉ロ
m-ロ
白
色
】
門
HOB-ロ
色
町

ふ
つ
う
咽
頭
炎
、
一
周
桃
炎
に
限
局
し
、
喉
頭
炎
は
除
外
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
ち
な
み
に
「
扶
氏
経
験
遺
訓
」
で
は
喉
風

Huon
件。江田、

腹
部
ア
ン
ギ

1
ナ

等
を
別
に
す
る
と
、

(73) 

と
い
う
文
字
は
影
を
ひ
そ
め
、
咽
喉
赦
街

ア
ン
ギ
ナ
(
羅
〉
ケ

l
ル
オ
ン
ス
テ
ー
キ
ン
グ
(
蘭
〉
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
か
か
る
と
、
一
呼
吸
の
障
害
と
時'
下
な
ど

の
飲
食
障
害
が
お
乙
る
と
説
明
す
る
。
現
在
の
解
剖
生
理
学
的
知
識
か
ら
み
て
も
、
喉
頭
は
気
管
の
上
端
に
位
置
す
る
も
の
で
、
飲
食
物
が
気

道
へ
紛
れ
こ
む
の
を
防
ぐ
関
所
の
よ
う
な
役
割
を
演
ず
る
と
共
に
、
呼
吸
器
と
の
関
係
も
深
く
、
発
声
器
に
も
な
っ
て
い
る
。

喉
風
と
い
う
の
は
咽
頭

E
gミ
D
M
、
喉
頭
の
一
方
ま
た
は
両
者
に
障
害
が
あ
る
も
の
で
、

喉
風
と
紛
ら
わ
し
い
も
の
に
、
次
の
い
く
つ
か
が
あ
る
が
お
そ
れ
ら
は
除
外
さ
れ
る
。

②①  

肺
病
で
呼
吸
が
妨
害
さ
れ
た
場
合

食
道
や
胃
の
病
気
で
、
諸
筋
が
撞
壊
を
お
と
し
、
膜
下
障
害
を
お
乙
し
た
場
合

① 

鼻
中
息
肉

ポ
レ
イ
プ
ス
司
o-ヨ】

5
を
生
じ
て
咽
門
に
垂
掛
し
た
場
合

@ 

魚
骨
が
の
ど
に
ひ
っ
か
か
っ
た
場
合
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⑤ 

子
蔵
衝
逆
の
場
合

272: 

喉
風
の
診
断
は
む
づ
か
し
い
。
と
い
う
の
は
腫
脹
が
表
に
あ
ら
わ
れ
に
く
く
、
ま
た
喉
風
の
で
た
場
所
を
直
接
目
で
み
る
の
が
困
難
で
あ
る

か
ら
。喉

風
に
は
二
種
類
が
あ
る
。
第
一
は
真
性
の
喉
風

当
白
血
円
。
∞

E
E
で、

悪
寒
振
僚
を
伴
っ
て
始
ま
り
、
咽
喉
が
狭
窄
促
迫
す
る
場
合
で
あ

る
。
第
二
は
他
の
熱
病
に
さ
い
し
て
、
熱
毒
が
二
次
的
に
転
移
し
た
場
合
で
あ
る
。

ロ
ー
ス
列
。
。
凹

(開
門
司
包
勺
色
白
田
〉
、
も
し
く
は
オ
ン
ス
テ
ー
キ
ン
グ
(
炎
症
)
に
よ
っ
て
も
お
ζ

る。

こ
れ
ら
が
頚
の
外
商
に
発
し
た
り
、
咽

喉
の
中
で
も
覗
い
て
み
え
る
場
所
に
で
き
た
時
に
は
危
険
が
少
な
い
が
、
内
面
の
見
え
な
い
場
所
に
で
き
る
と
危
険
で
あ
る
。

侵
し
て
い
る
。

咽
喉
の
内
面
は
ス
ポ
ン
ス

mu
o
g
(
ス
ポ
ン
ジ
)
の
よ
う
に
も
ろ
く
、
軟
か
く
、
粘
液
や
滑
液
が
存
在
し
て
、
い
つ
も
乾
燥
し
な
い
よ
う
に

立青

V
青

祷

乙
れ
が
う
っ
滞
し
て
腫
脹
す
る
と
寒
波
腫
〈
「
増
訂
」
で
は
粘
液
腫
)
と
な
る
。
す
な
わ
ち
巴
日
一
杏
核
ア
マ
ン
デ
レ
ン

ω門
出
血
l

ロ(目。
-oロ
ハ
現
在
の
一腕
桃
〉
周
辺
に
浮
腫
炎
症
が
お
こ
る
。

(74) 

諸
筋
の
撞
筆
に
よ
り
ア
ン
ギ

l
ナ
が
お
乙
る
乙
と
も
あ
り
、
こ
の
さ
い
は
刺
絡
な
ど
に
よ
り
痘
筆
を
取
り
除
く
ζ

と
が
肝
要
だ
。

本
節
で
は
細
字
の
注
釈
が
多
く
、
訳
者
が
か
な
り
自
信
を
も
っ
て
説
明
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

* 
原
著
で
は

∞-
M

言問団
N
毛

mfm-vミロ

は
現
代
つ
づ
り
で
は

師
]
C
S
粘
液
の
意
味
、間四
N

君
。
-
は

Z
5
0円

「
解
体
新
書
」
巻
二
唇
口
篇
第
七
に
み
る
。

4峰
4降

21 

咳
敬
篇

本
篇
か
ら

25 

晴
急
篇

ま
で
病
属
胸
踊
〈
「
増
訂
」
で
は
病
属
胸
脇
)
で
あ
る
。

(
刺
激
の
原
因
物
を
)
排
除
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
肺
の
線
維
や
腹
筋
そ
の
他
、
随
意
筋
、
不
随
意
筋
が
一
致

喉
頭
に
刺
激
が
あ
る
と
、

協
力
し
て
咳
敬

吋ロ

S
F
出
o
g
H
(ゆ
る
の
運
動
を
た
す
け
る
。
し
た
が
っ

て
せ
き
は
生
体
に
お
け
る
良
能
、
す
な
わ
ち
天
然
自
然
の
妙
で
あ



る
。
せ
き
の
で
き
る
場
合
に
は
次
の
数
種
類
が
あ
る
。

大
気
中
の
異
物
を
吸
入
し
た
と
き
、

飲
食
物
が
誤
っ
て
気
管
に
入
っ
た
と
き
、

熱
病
や
感
冒
の
と
き
、

肺
や
胸
内
に
膿
が
あ
る
と
き
、

喉
頭
の
内
膜
に

ロ
|
ス
や
炎
症
が
あ
る
と
き
、

胃
内
の
消
化
機
能
が
衰
え
た
と
き
、

な
ど
で
あ
る
。

ま
た
、
せ
き
の
で
る
と
き
は
粘
液
が
稀
釈
さ
れ
て
疲
を
伴
な
う
と
と
が
多
い
。
疲
に
も
濃
淡
が
あ
る
。
肺
臓
に
膿
蕩
の
あ
る
と
き
(
肺
化
膿

症
、
肺
結
核
?
)
、
吐
血

(熔
血
)
の
の
ち
せ
き
が
で
る
。

胃
の
悪
い
場
合
に
も
せ
き
が
で
る
が
、
疲
の
で
る
乙
と
は
少
な
い
。

せ
き
が
長
く

(75) 

続
く
と
枢
吐
す
る
。

治
療
薬
と
し
て
は
、
テ
リ
ア
ヵ
、
ア
ン
チ
モ
ン
、
サ
フ
ラ
ン
、
葡
萄
酒
、
白
ケ
シ
の
シ

ロ
ッ
プ
等
が
用
い
ら
れ
る
。

本
篇
も
「
西
説
」
は
分
り
に
く
く
、
「
増
訂
」
の
方
が
は
る
か
に
理
解
し
易
い
。

22 

吐
血
篇

吐
血
は
オ
ラ
ン
ダ
語
の

回

-o巾門ナ
凹℃
g
d司
巾口、

ラ
テ
ン
語
山の

出
血

mgoHU同

U3
w
u

と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
現
在
わ
れ
わ
れ
の
い
う
肺
組
織
か

ら
の
出
血
、
す
な
わ
ち
略
血
の
こ
と
で
あ
る
。

口
や
鼻
か
ら
で
る
出
血
を
す
べ
て
吐
血
と
い
う
が
、
肺
か
ら
で
る
も
の
を
特
に
吐
血
と
い
う
と

定
義
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
吐
血
、
す
な
わ
ち
消
化
管
か
ら
の
出
血
を
当
時
は
何
と
表
現
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

:26 

枢
血
篇

と
し
て
一
項
が
設
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
略
血
と
い
う
言
葉
が
現
在
の
吐
血
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ζ

乙
で
述

.273 



べ
ら
れ
て
い
る
吐
血
は
す
べ
て
略
血
の
乙
と
で
あ
る
。

症
候
と
し
て
は
ま
ず
咳
が
で
て
、
そ
の
後
に
吐
血
す
る
。
肺
管

F
O
ロ
肉
1
3よお
一口
〈目
印
Z
E
℃巳
5
0ロ色
広
〉
に
は
動
静
脈
が
循
行
し
て
い
る

が
、
乙
れ
が
破
綻
し
て
血
液
が
肺
管
に
入
る
と
、
重
力
で
降
枕
す
る
た
め
、
血
液
が
ひ
じ
よ
う
に
で
に
く
く
な
る
。
そ
乙
で
、
咳
と
共
に
肺
に

入
っ
た
血
液
を
外
に
出
そ
う
と
し
て
、

吐
血
が
お
ζ

る。

ま
た
、

吐
い
た
血
は
必
ず
泡
沫
が
あ
る
が
、
ζ

れ
は

ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
医
術
筒

冨色一一昨
nF
ロ
印
国
司
hvon円

E-g
の
二

O
六
条
に
記
さ
れ
て
あ
る
。

吐
血
の
量
は
多
量
の

と
と
も
あ
る
が
H

数
条
の
血
線
紅
綾
を
帯
び
る
H

場
合
も
あ
る
。

吐
血
後
に
膿

】W2
2
を
吐
出
す
る
場
合
は
(
膿
胸
、
肺
結
核
?
〉
、
た
と
え
年
少
者
で
あ
っ
て
も
手
遅
れ
で
予
後
は
悪
い
。

ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス

医
術
篇
三
四

O
条
に
書
か
れ
て
い
る
。

吐
血
の
原
因
に
も
種
々
あ
り
、
咳
を
し
た
り
、
大
声
で
歌
っ
た
り
す
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
胸
腔
が
狭
い
場
合
も
あ
り
、
父
母
の
遺
伝
や
素

質
に
も
関
係
す
る
。

持

治
療
法
と
し
て
は
、
細
血
管
の
破
綻
を
止
め
る
か
、
凝
固
剤
を
使
用
す
れ
ば
よ
い
わ
け
だ
が
、
実
際
問
題
と
し
て
は
容
易
で
な
く
、
む
し
ろ

血
流
を
減
ず
る
た
め
に
刺
絡
潟
血
す
る
の
が
よ
い
。
刺
絡
は
一
月
ま
た
は
二
月
に
一
回
行
な
う
。

「
増
訂
」

で
は
血
液
循
環
に
関
す
る
玄
真
の
細
字
の
注
釈
が
あ
る
。
毛
細
血
管
と
血
球
に
つ
い
て
の
当
時
の
学
説
と
し
て
興
味
が
あ
る
の
で

記
載
し
て
お
く
。

血
脈
ノ
末
抄
相
連
テ
血
ヲ
授
受
シ
常

ニ
運
回
循
行
ス
ル
寸
環
ノ
端
ナ
キ
ガ
如
シ
、
或
ハ
其
末
抄
相
連
ラ
ザ
ル
者
ハ
甚
微
細

ニ
シ
テ
諸
部
ノ
腺

或

ハ
諸
器

-一
連
リ
皆
赤
血
通
セ
ズ
シ
テ
唯
他
ノ
諸
液
ヲ
通
ズ
ル

寸
書

バ
動
脈
ノ
末
抄

ハ
蒸
気
、
汗
、
尿
、
津
唾
、
勝
液
ヲ
出
シ
、
或
ハ
明
喉
、

気
管
、
胃
腸
等
ノ
液
ヲ
渉
出
ス

ル
ガ
如
シ
。
静
脈
の
末
抄
ハ
即
チ
鴎
収
管
ノ
如
シ

O
シ
ョ
メ
!
ル
ニ
云
ク
、
顕
微
鏡
ヲ
以
テ
血
の
脈
中

ニ
行
ク
者
ヲ
監
察
ス
ル

ニ
其
体
皆
極
テ
微
細
ナ
ル
赤
色
ノ
円
球
ニ
シ
テ
相
接
続
シ
テ
運

行
ス
ル
寸
宛
モ
珠
ヲ
貫
ク
如
シ

274 (76) 



も
ち
ろ
ん
現
代
医
学
か
ら
み
れ
ば
誤
り
だ
ら
け
で
は
あ
る
が
、
本
書
よ
り
約
四
十
年
前
の

「
解
体
新
書
」
め
記
載
と
比
較
す
る
と

一
歩
前
進

し
た
考
え
方
で
あ
る
。

* 
〈
曲
目
同
』
叩
師

「
増
訂
」
で
は
細
血
絡
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
細
動
脈
の
と
と
で
あ
ろ
う
。

23 

胸
脇
痛
篇

胸
脇
痛
は

2
2同一昨日的
な
い
し

N
U
己
o
l
t司
0
0

と
い
わ
れ
る
も
の
で
、

肋
膜

E
Oロ
E
の
痛
み
に
よ

っ
て
お
こ
る
。
肋
膜
と
は
す
で
に
筆
者

が
三
、
細
字
の
注
釈
と
引
用
書
で
記
し
た
と
お
り
、
二
枚
の
膜
か
ら
成
り
、
外
側
は
胸
廓
に
接
し
、
内
側
は
心
、
肺
を
保
護
す
る
。
肋
膜
は
敏

感
で
察
痛
を
感
じ
易
く
、
呼
吸
に
よ
り
伸
縮
弛
張
す
る
。

炎
症
、

ロ
ー
ス

m
丹
毒
」、

熱
病
、
傷
冷
毒
、
痛
風
(
リ
ュ

ー
マ
チ
)
、
壊
液
、
虚
綾
な
ど
の
原
因
が
肋
膜
に
作
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
胸
脇

痛
が
お
乙
る
。

(77) 

24 

肺
痛
篇

肺
痛
と
は

H
M
mw
円
仲
間
)
ロ

o
z
g
o
E
P
円、。ロ
伺
巾i
d
号
。。

の
乙
と
で
あ
る
。
必
ず
稽
留
熱
を
伴
っ
て
お
ζ

る
肺
の
痛
み
で
あ
る
。
若
し
熱
が
な
け
れ

ば
、
次
篇
の
端
急
と
考
え
ら
れ
る
。
肋
膜
だ
け
で
な
く
、
肺
に
も
障
害
が
お
乙
る
の
で
、
脈
も
軟
弱
で
数
が
多
い
。

原
因
は
炎
症
、

ロ
ー
ス
、
熱
病
な
ど
が
肺
を
冒
す
た
め
に
お
乙
る
。

特
徴
と
し
て
は
、
胸
脇
痛
に
比
較
す
る
と
疲
の
量
が
多
い
。

¥
肺
|
↓
肺
痛

胸
部
の
界
痛
〈

/
肋
膜
↓
胸
脇
痛

現
代
医
学
か
ら
み
れ
ば
、
胸
痛
を
肺
痛
と
胸
脇
痛
に
別
け
て
説
明
す
る
の
は
納
得
が
い
か
な
い
。
ま
た
、
胸
痛
の
発
生
機
転
が
脊
髄
の
神
経

支
配
を
・
つ
け
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
の
記
載
は
全
く
な
い
。
し
か
し

:
・色
町
円
、。
ロ
m
mo
g
m
2oo--N
g
z
g
g
yS
F

H
肺
に
は
知
覚
神
経
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が
な
い
と
い
う
原
文
の
説
明
と
し
て
、

「
増
訂
」
の
細
字
の
注
は
斬
新
で
あ
る
。

276 

肺
臓
ハ
神
経
多
ク
布
藍
ス
ト
雄
モ
専
ラ
運
動
卜
営
養
卜
ノ
用

ニ
供
セ
シ
メ
殊

-一
知
覚
ノ
鋭
敏
ナ
ル
神
経
ヲ
具
ル

コ
ト
ナ
シ

25 

鳴
急
篇

ラ
テ
ン
語
で

ア
ス
タ
マ

〉
丘
町
ヨ
白

と
書
い
て
あ
る
か
ら
、
現
在
の
気
管
支
哨
息
の
乙
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
症
状
は
呼
吸
不
利
で
促
迫
す
る

か
ら
、
肺
痛
と
よ
く
似
て
い
る
が
、
肺
痛
は
熱
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
本
症
は
そ
れ
が
な
い
の
で
区
別
で
き
る
。

乙
乙

で
も
、
吐
血
篇
で
述
べ
た
よ
う
に
、
肺
に
分
布
す
る
細
動
脈
の
末
端
か
ら
粘
液
が
分
泌
さ
れ
る
と
い
う
仮
説
に
基
づ
い
て

い
る。

ふ
つ

う
は
粘
液
が
適
量
に
分
泌
さ
れ
る
の
で
、
乙
れ
が
静
脈
に
速
な
る
鴎
収
管
に
吸
収
さ
れ
、
粘
液
は
収
支
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
、
肺
は
一
定
の

湿
潤
を
保
つ
ζ

と
が
で
き
る
。
し
か
し
分
泌
量
が
多
過
ぎ
た
り
、
腰
粘
で
あ
っ
た
り
、
老
人
な
ど
で
肺
機
能
が
悪
か
っ
た
り
す
る
と
、
肺
管
に

う
っ
滞
が
お
乙
り
哨
急
が
お
乙
る
。
ま
た
、
疲
が
よ
く
排
出
さ
れ
れ
ば
哨
急
は
軽
快
す
る
が
、
夜
が
き
れ
に
く
い
時
は
治
癒
し
に
く
い
。

(78) 

端
急
の
原
因
は
右
の
ほ
か
、
次
の
場
合
が
あ
る
。

① 

粘
液
で
な
く
水
液
が
肺
に
入
っ
た
と
き

@ 

肺
の
運
動
が
衰
弱
し
た
と
き

① 

産
祭
に
よ
る
晴
急
発
作
を
お
乙
し
、
疲
が
き
れ
に
く
い
と
き

@ 

血
液
の
粘
調
度
が
た
か
ま
っ
た
場
合
に
は
、
凝
固
し
や
す
く
な
る
の
で
端
急
が
お
と
る

@ 

血
球
増
多
の
と
き

持

現
在
の
気
管
支
哨
息
、
心
臓
性
端
患
な
ど
の
概
念
と
は
お
よ
そ
か
け
離
れ
て
い
る
。
今
で
は
ア
レ
ル
ギ
ー
な
し
に
哨
息
を
語
る
乙
と
は
で
き

pan

、.

9

〉
、

Jh
E
V
-
-

と
の
医
学
用
語
さ
え
な
か
っ
た
当
時
と
し
て
は
、
右
の
よ
う
な
種
々
の
憶
測
は
一
応
も

っ
と
も
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

* 

ア
レ
ル
ギ
ー
色
町
司
君

の
概
念
は
一
九
O
六
年

〈
司
町
内
定
呉

に
よ
り
始
め
て
提
唱
さ
れ
た
。



以
上
で
病
属
胸
臓
が
終
わ
り
、
お
篇
よ
り
必
篇
ま
で
が
病
属
腹
祉
で
あ
る
。

26 

植
血
篇

M
宵

枢
血
〈
O
B芹
g
n
E
Oロ
宮
田
は
す
で
に

22 

吐
血
篇
(
嘘
血
篇
)
で
述
べ
た
と
お
り
、
現
在
の
吐
血
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

同
篇
を
参
照
す
る
と
共
に
、
現
在
の
溶
血
と
吐
血
の
鑑
別
点
を
簡
単
K
表
示
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
増
訂
」
に
畜
か
れ
て
い
る

H

眠
血
ノ
大
較
H

ハ
吐
血
の
定
義
)
を
次
に
か
か
げ
る
。

表

西説 ・増訂 日土 血 日医 血

経験遺訓 E墓 血 幅 血

現代語 E墓 血 R止 血

英 語 hemoptysis hematemesis 

原因 気道からの出血消化管からの出血

主な病気 肺結核 胃潰蕩 ・胃癌など

排出状況 咳を伴なう 日直吐を伴なう

血液の色 鮮赤色 暗褐色が多い

性状 泡凝沫を含む 含まない
固しにくい しやすい

混合物 粘液 ・膿 食物残澄

枢
血
ハ

:
:
:
肺
ヨ
リ
来
ル
吐
血
ニ
比
ス
レ
パ
甚
ダ
鉾
シ
易
シ
ト
ス
。
何
ト

ナ
レ
パ
枢
血
ノ
症
タ
ル
、
通
例
先
ツ
悪
心
有
テ
血
ヲ
枢
ス
レ
パ
ナ
リ
。
故
ニ

大
抵
一
頓
(
イ
チ
ド
)
ニ
許
多
ノ
血
ヲ
吐
シ
、
緊
結
色
ニ
シ
テ
多
少
凝
固
シ
、

或
ハ
粘
液
、
或
ハ
他
ノ
諸
液
食
物
等
ヲ
雑
へ
テ
胃
中
ヨ
リ
吐
出
ス
。
故
ニ
其

(79) 

吐
ス
ル
所
ノ
物
、
種
々
ノ
形
色
臭
気
ア
リ
テ
肺
ヨ
リ
出
ル
吐
血
ノ
如
ク
泡
起

ス
ル
(
泡
立
ツ
)

コ
ト
稀
ナ
リ
。

と
れ
を
現
代
語
に
翻
訳
さ
え
す
れ
ば
、
殆
ど
そ
の
ま
ま
現
在
の
医
学
書
と

し
て
通
用
す
る
と
思
わ
れ
る
。

強
い
く
す
り
や
吐
剤
な
ど
を
飲
む
と
、
胃
の
細
血
路
が
破
綻
し
て
胃
内
に

療
に
あ
た
っ
て
は
収
数
止
血
剤
な
ど
を
用
い
て
は
い
け
な
い
。
水
と
牛
乳
な
ど
を
飲
ま
せ
て
、
胃
中
の
残
留
物
を
洗
糠
し
安
静
を
保
つ
べ
き
で

出
血
す
る
。
そ
れ
が
停
滞
し
て
療
血
と
な
り
枢
血
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
治

あ
る
。
食
事
は
し
ば
ら
く
の
間
絶
食
を
基
本
と
す
る
が
よ
い
。

ま
た
、

門
脈
の
血
が
逆
流
し
て
胃
か
ら
枢
血
す
る
と
説
い
て
い
る
。
現
在
で
は
肝
硬
変
な
ど
門
圧
充
進
症
の
原
因
が
あ
る
と
き
に
は
、
門
脈

277 



は
正
常
の
血
流
が
障
害
さ
れ
、
胃
冠
状
静
脈
、
食
道
静
脈
、
奇
静
脈
を
経
て
上
大
静
脈
に
至
る
バ
イ
パ
ス
を
作
る
乙
と
が
知
れ
て
い
る
。
そ
し

278 

て、

食
道
静
脈
痛
が
形
成
さ
れ
、
乙
れ
が
何
か
の
原
因
で
破
裂
す
る
と
き
に
は
大
吐
血
を
お
こ
す
乙
と
が
あ
る
。
当
時
と
現
在
と
で
は
、
メ
カ

ニ
ズ
ム
は
全
く
ち
が
っ
て
い
る
が
、
吐
血
の
さ
い
に
門
脈
を
考
慮
し
て
い
た
ζ

と
は
、
す
ぐ
れ
た
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

* 

文
化
十
四
年
成
刻
の
「
蘭
方
枢
機
」
で
は
本
書
と
同
様
、
吐
血
、
幅
血
だ
が
、
緒
方
洪
庵
訳
の
「
扶
氏
経
験
遺
訓
」
第
九
篇
失
血
病
の
項
で
は
失
血
を

腕
血
、
略
血
、
幅
血
と
訳
し
て
い
る
。
「
内
科
撰
要
」
で
い
う
幅
血
は
そ
の
ま
ま
だ
が
、
吐
血
と
い
う
語
は
す
で
に
略
血
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後

ポ
シ
ベ
長
崎
滞
在
時
代
の
関
寛
斎
の
「
長
崎
在
学
日
記
」
や
当
時
佐
藤
尚
中
の
翻
訳
し
た
ウ
ン
デ
ル
リ
ヒ
の
結
核
書
翻
訳
を
み
て
も
、
ウ
か
ん
む
り
の

な
い
格
血
の
文
字
が
使
わ
れ
て
い
る
。

(80) 



Seisetsu Naika Senyo (5) 

by Toshio OTAKI 

Chapter 18 Convulsions 

Kramp Trekking=tetanus=Tonic cramp 

Stuip Trekking = convulsions = clonus 

Chapter 19 Cephalalgia (headache) 

Cephalalgia contains Cephaloea. Hemicrania (Migraine) and Clavus (headache retricted within 

narrow limits). 

Chapter 20 Angina 

Bruin in de Keel means angina or infiammation of the larynx. 

It seems that this angina includes laryngitis pharyngitis and simple sore throat. 

Chapter 21 Tussis (cough) 

Chapters 22 and 26 

Hematemesis and hemotpoe are described in these chapters. 

Chapters 23 and 24 Chest and pleural pain 

from lung origin =chest pain 

chest pain 

from pleural origin = pleural pain 

Chapter 25 Asthma 

Asthma appears to be chest pain， but the former is not accompaied by fever， while the latter is 

accompanied by fever. 

〈
『

∞

)
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日
本
医
史
学
会
例
会
記
事

三
月
例
会

三
月
二
十
三
日

(土
)

於
順
天
堂
大
学
医
学
部
九
号
館
二
階
二
番
教
室

一
越
後
の
蘭
方
医
森
田
兄
弟
に
つ
い
て

片
桐
一
男

・
長
谷
川

一
夫

本
講
演
は
本
号
よ
り
原
著
と
し
て
掲
載
す
る
。

奨
進
医
会
の
は
じ
ま
り
に
つ
い
て

三
見
聞
記
に
み
る
江
戸
時
代
の
疾
病

本
講
演
は
次
号
に
原
著
と
し
て
掲
載
。

佐

藤
セ
ー
小
わ

立

川

昭 美

四
月
例
会

四
月
二
十
七
日

(土
)

於
慶
応
義
裂
大
学
医
学
部
北
塁
記
念
図
書
館
第
一
会
議
室

八
王
子
で
発
見
さ
れ
た
徳
本
流

恵

久

進

藤

ス
カ
ル
パ
の
頭

藤

尚

夫

国

三

江

戸

幕
府
侍
医
伴
氏
の
系
図
1

史
料
供
覧
l

本
講
演
の
要
旨
は
次
号
に
掲
載
。

イ半

七

雄

五
月
例
会

五
月
二
十
五
日

(土
)

於
順
天
堂
大
学
医
学
部
九
号
館
二
番
教
室

今
日
に
生
き
て
い
る
病
気
平
癒
祈
願
小
絵
馬
奉
納
の
実
態
調
査
報
告

相

見

三

郎

し

佐
藤
進
の

「
渡
洋
之
記
」
(
明
治
二
年
の
ド
イ
ツ
留
学
日
記
)

本
誘
演
の
要
旨
は
「
順
天
堂
医
学
」
却
巻
2
号
に
掲
載

鼎

実
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精
神
医
療
史
研
究
会
編
「
呉
秀
三
先
生
ー
そ
の
業
績
」

岡
田
靖
雄
氏
を
中
心
と
す
る
精
神
医
療
史
研
究
会
の
人
々
の
努
力
に
よ
っ

て
、
我
が
国
の
精
神
医
学
の
事
実
上
の
創
始
者
で
あ
る
呉
秀
三
の
業
績
目
録

が
上
梓
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
。
目
録
と
は
云
っ
て

も
六
二

O
頁
か
ら
な
る
大
冊
で
、
項
目
に
よ
っ
て
は
か
な
り
詳
し
い
紹
介
が

な
さ
れ
て
お
り
、
き
わ
め
て
多
方
面
な
活
動
家
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
一

個
の
強
烈
な
個
性
に
よ
っ
て
み
ど
と
に
統
一
さ
れ
た
人
間
呉
の
生
涯
と
業
績

を
う
か
が
う
に
た
る
好
著
で
あ
る
。

全
体
を
資
料
篇
、
呉
先
生
の
著
作
、
呉
先
生
に
関
す
る
評
伝
、
付
録
の
四

部
に
分
か
ち
、
そ
の
う
ち
呉
先
生
の
著
作
の
部
は
さ
ら
に
、
精
神
科
医
療
、

精
神
医
学
、
司
法
精
神
医
学
、
精
神
医
学
史
、
医
学
史
、
啓
蒙
、
雑
の
七
部

か
ら
成
っ
て
い
る
。

精
神
医
学
は
医
学
の
各
分
野
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
社
会
科
学
的
要
素
が

強
く
、
ラ
ボ
ラ
ト
リ
!
の
外
で
の
活
動
が
特
に
重
要
視
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
た
め
に
は
豊
か
な
人
間
性
と
広
い
視
野
を
も
っ
た
人
材
が
望
ま
れ
る
わ

け
だ
が
、
本
書
を
通
読
し
て
み
て
、
呉
を
我
が
国
の
精
神
医
学
の
創
始
者
に

持
ち
得
た
孝
福
に
思
い
至
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

編
者
の
一
人
岡
田
氏
が
序
文
「
呉
先
生
と
の
出
会
い
」
の
中
で
、
感
動
的

に
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
呉
秀
三
、
樫
回
五
郎
著
の
「
精
神
病
者
私
宅
監
置
の

実
況
」
は
、
本
書
中
に
も
、
や
や
詳
細
に
抄
録
さ
れ
て
い
る
が
、
各
症
例
報

告
の
行
間
に
、
呉
ら
の
患
者
K
ょ
せ
る
真
筆
な
同
情
と
、
行
政
当
局
に
対
す

る
痛
償
、
そ
し
て
自
分
自
身
の
無
力
へ
の
焦
燥
と
が
に
じ
み
で
て
い
て
読
む

者
の
ふ
を
う
た
ず
に
は
お
か
な
い
。

ζ

の
呉
ら
の
報
告
は
大
正
七
年
(
一
九

一
八
)
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
問
題
の
私
宅
監
置
の
撤
廃
は
突
に
昭

和
二
五
年
(
一
九
五

O
)
制
定
の
「
精
神
衛
生
法
」
第
四
八
条
二
項
こ
ヶ

年
の
猶
予
期
間
っ
き
)
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
私
は
す
ぐ
嘗
て
ピ

セ

l
ト
ル
病
院
の
患
者
を
鉄
鎖
か
ら
解
放
し
た
ピ
ネ
ル
と
の
対
比
に
思
い
及

ん
だ
が
、
表
面
的
な
技
術
先
行
乃
至
偏
重
の
明
治
以
後
の
日
本
医
学
の
歴
史

の
暗
い
側
面
を
み
る
思
い
で
暗
然
た
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

呉
秀
三
は
ま
た
我
が
日
本
医
史
学
会
に
と
っ
て
も
重
要
な
足
跡
を
の
乙
し

た
人
物
で
あ
る
。
昭
和
二
年
機
構
と
し
て
の
日
本
医
史
学
会
が
確
立
さ
れ
た

際
に
初
代
の
理
事
長
を
つ
と
め
た
の
は
呉
で
あ
っ
た
し
、

『シ
1
ボ
ル

ト
先

生
其
生
源
及
功
業
』
、
『
説
中
間
青
洲
先
生
及
其
外
科
』
、
『
古
ロ
益
東
洞
全
集
』
、

『
ケ
ン
プ
ェ
ル
江
戸
参
府
紀
行
』
、
『
箕
作
院
甫
』
、
『
呉
氏
医
聖
堂
叢
噴
出
』
、
『日

本
産
科
叢
書
』
な
ど
の
広
翰
な
著
書
、
編
容
が
斯
学
の
発
展
の
た
め
に
は
た

し
た
貢
献
は
周
知
の
と
と
ろ
で
あ
る
。
本
書
は
ζ

れ
ら
を
も
含
め
て
、
呉
の

医
学
史
上
の
論
説
を
細
大
洩
ら
さ
ず
収
録
し
て
い
て
、
た
だ
ち
に
原
典
に
拠

る
便
宜
を
提
供
し
て
い
る
。

な
お
本
書
に
収
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
、
呉
秀
三
・に
関
す
る
資
料
と
し

て
評
者
の
思
い
あ
た
る
も
の
を
次
に
記
し
て
お
き
た
い
、

斎
藤
茂
吉
歌
集
『
遍
歴
』
中
に
次
の
よ
う
な
歌
及
び
文
が
み
ら
れ
る
。

(
大
正
十
二
年
)
十
二
月
三
十
日
(
日
曜
)

雪
ふ
み
て
南
方
墓
地
に
シ

1
ボ
ル
ト
の
墓
を
た
づ
ね
ぬ
雪
ふ
り
み
だ
る

(
大
正
十
三
年
)
一
月
五
日
(
土
曜
日
〉

わ
が

雪
つ
も
る
南
方
墓
地
に
シ
l
ボ
ル

ト
の
子
の
墓
た
づ
ね
け
ふ
も
吾
ゆ
く

一
月
九
日
(
水
曜
)
、
呉
先
生
の
シ
l
ボ
ル
ト
研
究
の
た
め
民
族
博
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物
館
を
訪
ひ
、
宮
司司
教
授
、
ω
nzR
ヨ
田口
コ
教
授
に
会
ふ
。

戸
市
阿
君

同
道
す

シ
l
ボ
ル

ト
関
係
の
日
本
物
見
む
と
し
て
カ
ン
テ
ラ
の
火
を
と
も
し
て

行
く
も

乙
れ
ら
は
シ
l
ボ
ル

ト
渡
来
一

O
O年
(
一
九
二
三
年
八
月
一
一
日
)
を

記
念
し
て
、

一
九
二
四
年
中
に
行
な
わ
れ
た
諸
行
事
に
際
し
て
呉
の
著
わ
し

た
論
文
、
講
演
、
及
び
一
九
二
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
シ
l
ボ
ル
ト
先
生
其

生
涯
及
功
業
、
増
訂
第
二
版
』
に
間
に
あ
わ
せ
る
た
め
に
恩
師
の
依
頼
を
受

け
た
茂
吉
が
奔
走
し
た
折
の
作
品
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

「
最
後
の
あ
と
が
き
」
の
中
で
、
岡
田
氏
は
本
書
の
補
緯
作
製
か
ら
進
ん

で
、
『
呉
秀
三
伝
』
、
『
呉
秀
三
著
作
集
』
刊
行
の
抱
負
を
述
べ
ら
れ
、
そ
の

た
め
の
組
織
と
し
て
「
呉
秀
三
先
生
記
念
精
神
科
医
療
史
研
究
所
」
設
立
の

構
想
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
本
吉
刊
行
に
対
す
る
感
謝
と
と
も
に
、
今
後
の

御
発
展
を
切
望
す
る
。
(
大
田
崎
恭
男
)

松
沢
病
院
医
局
内
呉
秀
三
先
生
業
績
顕
彰
会
刊
、
非
売
品
(
会
員
頒
価
送

料
と
も
八

O
O
O円
を
添
え
て
、
世
田
谷
区
上
北
沢
ニ

I
一
l
一
、
同
病

院
医
局
気
付
精
神
医
療
史
研
究
会
に
申
し
込
む
)
。
な
お
同
病
院
で
、
次

の
二
点
の
著
書
も
だ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
わ
せ
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

精
神
衛
生
法
を
め
ぐ
る
諸
問
題
(
送
料
と
も
一

O
O
O円
)

松
沢
病
院
九

O
年
略
史
(
送
料
と
も
ニ

0
0
0円
)

佐
道
正
彦
箸

「
日
本
の
母
子
衛
生
」

母
子
の
健
康
に
関
し
て
は
古
く
か
ら
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
「
戦

力

・
労
働
力
に
関
係
し
た
国
家
の
人
口
政
策
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
と
も
強

く
付
与
さ
れ
た
部
門
」
と
し
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

長
近
は
「
生
涯
の
出
発
点
で
あ
り
、
最
初
の
条
件
と
し
て
、
そ
の
後
の
生
活

・
健
康
状
態
に
強
く
影
響
を
与
え
て
い
く
、
胎
内
生
活

・
周
産
期

・
乳
児
期

の
衛
生
状
態
は
人
間
の
健
康
に
と
っ
て
決
定
的
位
置
に
あ
る
」
と
い
う
考
え

方
か
ら
母
子
衛
生
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。

本
書
「
日
本
の
母
子
衛
生
」
で
は
、
明
治
初
期
よ
り
昭
和
四
十
七
年
迄
の

圏
内
文
献
一
千
百
余
を
紹
介
し
、
日
本
人
の
母
子
衛
生
活
動
の
跡
を
ふ
り
返

っ
て
い
る
。

「
明
治

・
大
正
期
の
母
子
衛
生
問
題
」
の
項
で
は
、
日
本
で
最
初
の
衛
生

統
計
で
あ
る
衛
生
局
報
告
(
明
治
十
年
)
を
中
心
に
「
官
庁
統
計
の
獲
備
過

程
)
を
概
説
し
、
や
が
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
衛
生
学
を
受
け
て
(
導
入
し
て
?
)

明
治
十
五
年
以
後
に
顕
著
と
な
っ
た
「
乳
児
死
亡
問
題
」
を
述
べ
て
い
る
。

続
い
て
、
資
本
主
義
近
代
産
業
の
育
成
を
促
し
た
結
果
多
く
生
じ
た
女
性
労

働
者
へ
の
衛
生
調
査
が
行
な
わ
れ
、
大
正
に
な
っ
て
「
地
域
集
団
を
対
象
と

し
た
調
査
が
な
さ
れ
て
、
大
正
か
ら
昭
和
初
頃
に
は
各
地
で
乳
児
に
関
す
る

調
査
が
行
な
わ
れ
た
」
事
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。

「
昭
和
期
前
半
の
母
子
衛
生
問
題
」
で
は、

第
二
次
世
界
大
戦
迄
の
不
安

定
な
社
会
に
反
映
し
た
母
子
衛
生
の
推
移
を
見
せ
て
く
れ
る
。
こ
れ
に
よ
る

と、

大
正
末
か
ら
昭
和
前
半
期
に
か
け
て
「
出
産
と
乳
幼
児
死
亡」

の
関
係

に
つ
い
て
の
調
査
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
母
体
保
護
と
児
の
健
康

の
因
果
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
て
き
て
い
る
。
そ

し
て
と
の
よ
う
な
姿
勢
か
必
「
妊
娠
出
産
管
理
」
「
労
働
妊
産
婦
保
護
」
へ
の

考
え
方
が
持
ち
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は
単
に
都
会
の
み
で
は
な
く
農
村
社
会
へ

も
拡
大
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
。
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「
第
二
次
大
戦
後
の
母
子
衛
生
」
に
な
る
と
、
単
な
る
乳
幼
児
死
亡
の
問

題
だ
け
で
は
な
く
、
未
熟
児
発
生
と
発
育
の
調
査
研
究
が
多
く
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
乙
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
優
生
保
護
法
の
制
定
(
昭
和
二
十

三
年
)
に
よ
り
、
戦
前
影
の
薄
か
っ
た
人
工
妊
娠
中
絶
と
受
胎
調
節
の
問
題

が
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
。

著
者
は
最
後
に
「
高
度
経
済
成
長
と
人
づ
く
り
」
の
項
で
昭
和
三
十
五
年

以
後
の
母
子
衛
生
を
通
覧
し
て
い
る
。
「
周
産
期
死
亡
調
査
」
「
妊
娠
中
毒
症

後
遺
症
」
な
ど
近
年
特
に
重
要
視
さ
れ
、

「
自
宅
分
娩
か
ら
施
設
分
娩
へ
」

と
い
う
分
娩
環
境
の
変
化
に
と
も
な
っ
た
様
々
な
調
査
も
見
ら
れ
る
。
さ
ら

に
出
生
後
の
児
の
問
題
と
し
て
、
「
肢
体
不
自
由
児
」
「
精
神
薄
弱
児
」
「
先

天
奇
形
」
等
に
関
す
る
論
文
が
多
角
的
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
現
在
問
題
と
な

っ
て
い
る
「
森
永
枇
紫
ミ
ル
ク
事
件
」
「
胎
児
性
水
俣
病
」
「
サ
リ
ド

マ
イ
ド

奇
形
」
「
大
気
汚
染
」
な
ど
「
環
境
汚
染
と
母
子
の
健
康
」
に
つ
い
て
の
文

献
を
も
取
り
上
げ
、
明
治
以
後
の
母
子
衛
生
の
問
題
を
今
日
の
問
題
に
つ
な

げ
て
い
る
。

本
書
は
数
多
い
文
献
を
要
領
よ
く
紹
介
し
な
が
ら
問
題
点
ど
と
に
ま
と
め

て
い
る
。
著
者
が
緒
論
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
『
社
会
医
学
固
有
の
課
題
の

一つ

グ
過
去
の
調
査

・
研
究
の
立
場
と
方
法
の
批
判
的
継
承
d

を
「
文
献
解

題
」
の
形
式
を
借
り
て
試
み
、
あ
わ
せ
て
母
子
衛
生
の
現
代
的
諸
課
題
を
解

決
す
る
た
め
の
、
い
く
ば
く
か
の
方
法
論
的
寄
与
を
め
ざ
す
』
と
い
う
目
的

を
本
舎
は
多
少
と
も
果
し
て
い
る
と
思
う
。

ま
た
医
史
学
関
係
者
と
し
て
は
「
序
に
か
え
て
」
の
「
歴
史
科
学
と
し
て

の
社
会
医
学
」
と
い
う
一
文
に
興
味
を
覚
え
る
。
巻
末
の
統
計
調
査
文
献
自

録

は

大

い

に

役

立

つ

。

(

蔵

方

宏

昌

)

(
形
成
社
刊
、
昭
和
四
十
九
年
発
行
、
定
価
二
二

O
O円
)

増
岡
敏
和
著

「
民
主
医
療
運
動
の
先
駆
者
た
ち
」

昭
和
初
期
か
ら
の
左
翼
医
療
運
動
と
く
に
無
産
者
診
療
所
に
つ
い
て
の
か

な
り
膨
大
な
記
録
で
あ
り
、
は
げ
し
い
抑
圧
時
代
、
文
字
に
よ
る
資
料
は
少

な
く
、
生
き
残
っ
た
人
達
の
記
憶
を
も
と
に
乙
れ
だ
け
の
も
の
を
ま
と
め
上

げ
た
努
力
に
ま
ず
敬
意
を
表
し
で
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
古
い
知
人
も
た

く
さ
ん
出
て
き
て
、
な
つ
か
し
く
読
ん
だ
。

無
診
運
動
は
当
時
の
プ
ル
ジ
ョ
ア
医
療
の
あ
り
方
の
甚
だ
し
い
矛
盾
に
対

し
て
貧
し
い
人
々
を
助
け
ね
ば
と
、
正
義
に
燃
え
る
若
い
医
師
達
が
立
ち
上

っ
た
意
義
は
大
き
く
、
た
ち
ま
ち
各
地
に
ひ
ろ
が
っ
た
の
で
あ
る
が
、

一
面

で
は
少
な
か
ら
ぬ
欠
点
を
も
ち
、
若
も
の
の
情
熱
が
た
ぎ
っ
て
誤
ち
を
も
犯

し
た
。
乙
の
本
は
、
先
駆
者
た
ち
を
た
た
え
る
乙
と
に
力
を
注
ぎ
す
ぎ
た
せ

い
か
、
す
べ
て
を
英
雄
視
し
、
美
化
し
て
、
問
題
へ
の
反
省
が
足
り
な
い
の

は
遺
憾
で
あ
る
。

そ
の
第
一
は
、
技
術
の
未
熟
さ
、
軽
視
で
あ
る
。
安
か
ろ
う
悪
か
ろ
う
、

で
は
困
る
。
な
い
よ
り
ま
し
、
で
は
大
衆
の
信
頼
を
得
る
と
と
は
で
き
な
い
。

入
手
も
足
り
な
い
か
ら
で
は
あ
っ
た
が
、
臨
床
の
勉
強
や
経
験
を
積
ま
ず
に
、

す
ぐ
診
療
活
動
に
は
い
っ
て
行
く
人
が
多
か
っ
た
。

次
は
、
勇
ま
し
い
政
治
主
義
の
偏
重
で
、
技
術
の
軽
視
に
つ
な
が
る
。
マ

ル
ク
ス
主
義
、
社
会
科
学
の
研
究
と
反
権
力
闘
争
は
さ
け
ら
れ
な
い
と
し
て

も
、
医
療
活
動
よ
り
革
命
へ
の
行
動
が
重
ん
じ
ら
れ
、
合
法
と
非
合
法
が
間

も
な
く
こ
ん
が
ら
が
っ
て
き
た
。
す
ぐ
全
協
の
手
が
の
び
、

一
方
で
は
シ

γ

パ
活
動
へ

引

っ
乙
ん
で
行
っ
た
。
医
療
活
動
は
む
し
ろ
組
織
拡
大
の
た
め
の
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幹
事
若
干
名
を
お
く
。
常
任
理
事
は
理
事
よ
り
、
幹
事
は

会
員
よ
り
理
事
長
が
任
命
す
る
。

六
、
役
員
の
任
期
は
二
年
と
し
重
任
を
妨
げ
な
い
。

だ
し
会
長
を
除
く
)

以
上
の
役
員
は
総
会
の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
評
議
員
は
若
干
名
と
し
、
普
通
会
員
の
中
よ
り
理
事
会
の

推
薦
に
よ
り
総
会
で
決
め
る
。

評
議
員
会
は
本
会
の
重
要
な
事
項
を
議
決
す
る
。
任
期
は

役
員
に
準
ず
る
。

第
八
条
本
会
の
事
務
所
は
順
天
堂
大
学
医
学
部
医
史
学
研
究
室
内

(
東
京
都
文
京
区
本
郷
二
の
一
の
一
〉
に
置
く
。

第
九
条
本
会
は
理
事
長
の
承
認
に
よ
り
支
部
ま
た
は
地
方
会
を
設

け
る
ζ

と
が
で
き
る
。

第
十
条
会
則
の
変
更
は
総
会
の
承
諾
を
要
す
る
。

『
日
本
医
史
学
雑
誌
』
投
稿
規
定

発
行
期
日

年
四
回
(
一
月
、
四
月
、
七
月
、
十
月
〉
末
日
と
す
る
。

投
稿
資
格

原
則
と
し
て
本
会
々
員
に
限
る
。

原
高
形
式

原
稿
は
他
雑
誌
に
未
発
表
の
も
の
に
限
る
。
和
文
の
表

題
、
著
者
名
の

つ
ぎ
に
欧
文
表
題
、

ロ
ー
マ
字
著
者
名

を
記
し
、
本
文
の
終
り
に
欧
文
抄
録
を
添
え
る
乙
と
。
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原
稿
は
二
百
字
ま
た
は
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
に
縦
書
き

の
乙
と
。

原
稿
の
取
捨
選
択
、
掲
載
順
序
の
決
定
は
編
集
委
員
が

行
な
う
。
ま
た
編
集
の
都
合
に
よ
り
加
除
補
正
す
る
と

と
も
あ
る
。

著
者
負
担
表
題
、
著
者
名
、
本
文
(
表
、
図
版
等
を
除
く
)
で
五

印
刷
ぺ

l
ジ
(
四
百
字
原
稿
用
紙
で
大
体
十
二
枚
〉
ま

で
は
無
料
と
し
、

そ
れ
を
越
え
た
分
は
実
質
を
著
者
の

負
担
と
す
る
。
但
し
欧
文
原
著
に
お
い
て
は
三
印
刷
ぺ

(88) 

ー
ジ
ま
で
を
無
料
と
す
る
。
図
表
の
製
版
代
は
実
費
を

徴
収
す
る
。

校

正

原
著
に
つ
い
て
は
初
校
を
著
者
校
正
と
し
、
二
校
以
後

は
編
集
部
に
て
行
な
う
。

日IJ

刷
別
刷
希
望
者
に
は
五
十
部
単
位
で
実
費
に
て
作
成
す
る
。

原
稿
送
リ
先
東
京
都
文
京
区
本
郷
二
丁
目
一
の
一

、
順
天
堂
大
学

医
学
部
医
史
学
研
究
室
内

日
本
医
史
学
会

編
集
委
員

大
鳥
蘭
三
郎
、
大
塚
恭
男
、
蔵
方
宏
昌
、
酒
井
シ
ヅ
、
樋
口
誠

太
郎
、
室
賀
昭
三
、
矢
部
一
郎
、
矢
数
圭
堂

編
集
顧
問

小
川
鼎
三
、
A

・
w
-ピ
1
タ
l
ソ
ン



日

本

医

史

学

会

役

員

氏

名

(
五
十
音
順
〉

理

事

長

会

長

常
任
理
事

会
計
監
事

理

事
赤

松

金

芳

今

回

見

信

大

矢

全

節

佐

渡

美

実

鈴

木

勝

戸
苅
近
太
郎

矢

数

道

明

事
大
塚

谷
津

幹

宗石緒小
田 原 方 川

三恭
雄男

富鼎
一明雄三

阿
知
波
五
郎

内
山
孝
一

緒

方

富

雄

杉

靖

三

郎

宗
一
回
一

中

野

操

吉

岡

博

人

i酉
井

大
鳥
繭
三
郎

手ノ

、ゾ

和三津鈴務大石
田木崎木原塚川

杉
田

日
本
医
史
学
会
評
議
員
氏
名

(五
十
音
順
)

川大大大岩石青赤
島滝矢塚治川木松

絢紀全敬勇光一金
二雄節節一昭郎芳

蒲蔵緒大内今石安
原 島 方 塚山市原芸

四富恭 孝正 基
宏郎維男一義明雄

阿
知
波
五
郎

石
田
宮
霊
ロ

今

回

見

信

大
鳥
蘭
三
郎

王

丸

勇

小

川

鼎

三

片

柄

一

男

金

城

清

松
正孝正敬光
系 栄 道 夫 宏 節昭

久
志
本
常
孝
榊
原
悠
紀
国
郎
酒
井
シ
ヅ

酒

井

恒

佐

藤

美

実

清

水

藤

太

郎

杉

靖

三

郎

杉

田

陣

道

鈴

木

正

夫

鈴

木

勝

鈴

木

宜

民

瀬

戸

俊

一

関

根

正

雄

宗

国

一

高

木

圭

二

郎

高

山

担

三

田

中

助

一

津

崎

孝

道

津

田

進

三

筒

井

正

弘

土

屋

重

朗

戸

苅

近

太

郎

中

泉

行

正

中

川

米

造

中

沢

修

中

西

啓

中

山

沃

長

門

谷

洋

治

中

野

操

服

部

敏

良

福

島

義

一

藤

野

恒

三

郎

本

間

邦

則

富

士

川

英

郎

古

川

明

丸

山

博

松

木

明

知

三

浦

豊

彦

三

木

栄

三

酒

俊

一

谷

津

三

雄

山

形

倣

一

矢

数

道

明

山

下

喜

明

山

田

光

胤

安

井

広

吉

岡

博

人

和

田

正

系

以
上

略
道

文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
の
交
付
決
定

昭
和
目
的
年
度
よ
り
本
誌
に
対
し
て
交
付
さ
れ
て

い
る
文
部
省
科
学
研
究
費
の
定
期
出
版
物
助
成
金

が
、
本
年
度
も
お
万
円
交
付
さ
れ
る
旨
、
内
定
し

た。

編

集

後

記

本
年
の
総
会
は
解
体
新
宮
出
版
ニ

O
O年
を
記

念
し
て
緒
方
富
雄
会
長
の
も
と
に
蘭
学
資
料
研
究

会
と
合
同
で
多
彩
な
行
事
が
行
わ
れ
る
と
と
と
な

っ
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
総
会
の
演
題
の
テ
l
T

を
解
体
新
書
と
そ
の
周
辺
に
限
り
、
日
本
の
洋
学

の
芽
生
え
を
探
ぐ
る
と
と
と
な
っ
た
。

本
誌
の
編
集
も
編
集
陣
の
強
化
と
金
原
出
版
の

協
力
に
よ
り
、
曲
り
な
り
に
も
発
行
日
に
近
く
発

行
す
る
ζ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か

し
、
内
容
的
に
は
ま
だ
力
不
足
が
目
立
ち
、
学
会

誌
と
し
て
充
実
し
た
も
の
に
な
る
よ
う
に
一
一
周
の

努
カ
を
し
て
い
る
。

(S
記
)
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昭
和
四
十
九
年
七
月
二
十
五
日

昭
和
田
十
九
年
七
月
三
十
日

日
本
医
史
学
雑
誌

第
二
十
巻

三
号

編

集

者

代

表

大

鳥

蘭

三

発

行

者

日

館

時

史

件

br
鼎
一
一
一

〒
二
=一

東
京
都
文
京
区
本
郷
千
丁
一

順
天
堂
大
学
医
学
部
医
史
学

研
究
室
内

振
瞥
東
京
一
五
二
五

O
番

製

作

協

力

者

金

原

出

版

株

式

会

社

医
学
文
化
保
存
会

一士

三
一
東
京
都
文
京
区

湯
島
ニ
l
Z
7
一
回

者

五

協

印

刷

有

限

会

社

-T
Z
聞
東
京
都
板
橋
区

南
常
盤
台
一
lニ
l=一

発印
行刷
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