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日
本
医
史
学
雑
誌
第
二
十
三
巻

第
三
号
、
昭
和
五
十
二
年
七
月

昭
和
五
十
一
年
十
一
月
十
九
日
受
付

平
安
時
代
の
心
身
症

ー
ー
ー
藤
原
道
長
を
中
心
と
し
て

fili 

音B

敏

良

平
安
時
代
こ
と
に
道
長
を
中
心
と
し
た
摂
関
時
代
に
は
、

「
も
の
の
け
」
と
称
す
る
特
殊
な
病
気
が
あ
っ
た
。
元
来
、

「
も
の
の
け
」
は
、

( 1 ) 

死
人
の
怨
霊
の
崇
り
と
い
わ
れ
、

こ
の
時
代
に
は
病
気
は
、

す
べ
て
こ
の
「
も
の
の
け
」
に
よ
っ
て
起
る
も
の
と
考
え
て
い
た
。

や
が
て
、

「
も
の
の
け
」
に
よ
っ
て
起
る
病
気
を
も
「
も
の
の
け
」
と
い
う
に
至
っ
た
。

「
も
の
の
け
」
す
な
わ
ち
、
物
怪
は
、
元
来
、
中
国
で
い
わ
れ
、
史
記
に
記
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
人
々
の
知
識
に
よ
っ
て
解
決
し
得
な
い

自
然
界
の
異
変
が
起
き
た
と
き
、
人
々
は
、
こ
の
異
変
を
物
怪
に
よ
る
も
の
と
し
た
。
物
怪
と
は
声
も
形
も
な
い
妖
怪
の
ご
と
き
も
の
と
し
て

い
た
。
こ
の
よ
う
な
思
想
は
、

わ
が
国
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
た
が
、
桓
武
天
皇
の
御
代
、
時
の
皇
太
子
早
良
親
王
は
、
藤
原
種
継
暗
殺
事
件
に

連
坐
し
て
、
延
暦
四
年
(
七
八
五
〉
淡
路
に
配
流
の
中
途
、

船
中
で
嘉
ぜ
ら
れ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
皇
太
子
は
藤
原
氏
の
政
争
に
捲
込
ま
れ
た
犠

牲
者
で
、
時
の
人
々
は
皇
太
子
の
無
実
を
信
じ
、
そ
の
死
を
悼
み
悲
し
み
、
藤
原
氏
の
専
横
に
大
き
な
憤
り
を
抱
い
て
い
た
。
そ
の
後
延
暦
八

年
ハ
七
八
九
〉
十
二
月
二
十
八
日
、
時
の
皇
太
后
(
高
野
新
笠
)
が
崩
ぜ
ら
れ
、
翌
九
年
間
三
月
十
日
、
皇
后
(
藤
原
乙
牟
漏
)
も
亦
崩
じ
、
し
か

も
こ
の
年
痘
靖
が
流
行
し
、
皇
太
子
(
安
殿
親
王
〉
も
亦
病
気
と
な
り
、

延
暦
十
一
年
に
至
る
も
平
癒
し
な
か
っ
た
。

同
年
六
月
十
日
、
こ
れ

321 



を
陰
陽
寮
に
占
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
早
良
親
王
の
泉
り
の
故
と
上
申
し
た
。
こ
の
た
め
、
親
王
に
崇
道
天
皇
と
益
名
し
、
諸
陵
頭
調
使
王
を
淡
路

322 

に
遺
し
、
そ
の
霊
に
奉
謝
せ
し
め
た
。
そ
の
後
も
薬
子
の
乱
に
連
坐
し
た
伊
予
王
及
び
そ
の
母
藤
原
士
ロ
子
等
も
、
そ
の
罪
を
許
さ
れ
本
位
に
復

し
た
。

い
ず
れ
も
死
者
の
怨
霊
の
崇
り
を
お
そ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
か
く
て
、
国
家
に
不
祥
事
の
あ
る
毎
に
、
怨
霊
の
故
と
人
々
の
口
に
上
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
英
逼
な
嵯
峨
天
皇
は
御
遺
戒
の
中
に
「
世
間
之
事
、
物
怪
あ
る
ご
と
に
崇
を
先
霊
に
寄
す
、
是
れ
甚
だ
謂
れ
無
き

者
也
」
と
、
こ
れ
を
否
定
し
戒
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『
続
日
本
後
紀
』
に
は
、

し
ば
し
ば
之
を
取
り
上
げ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
書
の
編
纂
者
、
春
澄
善
縄
に
大

き
な
関
係
が
あ
っ
た
。
春
澄
は
文
章
得
業
生
と
な
り
、
天
長
九
年
ハ
八
三
二
)
東
宮
学
士
、

つ
い
で
太
政
大
臣
藤
原
良
房
等
と
共
に
『
続
日
本
後
紀
』
の
編
纂
を
命
ぜ
ら
れ
、
貞
観
十
二
年
二
月
十
九
日
、

つ
い
で
翌
十
年
文
章
博
士
と
な
り
、

貞
観
二
年

(
八
六
O
)
参
議
に
任
ぜ
ら
れ
、

七
十
四
歳
で
死
亡
し
た
。

『
一
二
代
実
録
』
に
よ
れ
ば
、

人
と
為
り
陰
陽
を
信
じ
多
く
拘
忌
す
る
所
な
り
。
物
佐
有
る
毎
に
門
を
杜
し
斎
禁
す

と
あ
る
ご
と
く
、
深
く
物
怪
を
信
じ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
先
帝
の
戒
と
難
も
、
敢
え
て
之
に
服
し
な
か
っ
た
。

今
物
怯
有
る
に
随
い
、
卜
箆
を
司
ら
し
む
。
先
霊
の
崇
り
卦
兆
に
明
か
な
り
。
臣
等
信
を
擬
す
。
即
ち
遺
詰
の
旨
に
杵
い
、
用
い
ざ
れ
ば

( 2 ) 

『
続
日
本
後
紀
』
に
は
、

則
ち
当
代
の
答
を
忍
ば
ん
。
進
退
惟
谷
れ
り
。

(
中
略
〉
ト
箆
の
告
ぐ
る
所
、
信
ぜ
ざ
る
可
ら
ず
。

君
父
の
命
、
量
っ
て
宜
し
く
収
拾
す

ベ
し
。
然
ら
ば
則
ち
改
む
べ
き
は
之
を
改
め
ん
。
復
何
の
疑
か
あ
ら
ん
。
朝
議
之
に
従
う

と
記
し
て
い
る
。

か
く
て
朝
野
を
問
わ
ず
、
陰
陽
道
に
も
と
づ
く
迷
信
が
流
行
す
る
に

つ
れ
、
多
く
の
人
々
の
聞
に
怨
霊
す
な
わ
ち
御
霊
の
観
念
が
う
え
つ
け

ら
れ
、
こ
れ
が
民
間
の
宗
教
行
事
の
形
と
な
っ
て
、
御
霊
会
と
称
す
る
も
の
が
は
じ
ま
っ
た
。
無
実
の
罪
を
得
て
非
業
の
死
を
と
げ
た
人
々
の

霊
を
慰
め
る
と
と
も
に
、
崇
り
の
無
か
ら
ん
事
を
祈
っ
た
民
間
人
の
行
事
で
あ
る
。
こ
の
影
響
を
受
け
て
朝
廷
に
於
て
も
御
霊
会
を
催
す
に
至

っ
た
こ
と
は
『
三
代
実
録
』
貞
観
五
年
(
八
六
三
〉
五
月
二
十
日
条
に
明
か
で
あ
る
。



こ
の
よ
う
に
、
民
衆
の
聞
に
怨
霊
思
想
が
は
び
こ
り
、
御
霊
会
が
盛
ん
と
な
っ
た
と
き
、
菅
原
道
真
の
事
件
が
起
き
、
道
真
は
藤
原
時
平
の

た
め
太
宰
権
帥
に
左
遷
さ
れ
、

や
が
て
延
喜
三
年
(
九
O
一
ニ
)
配
所
で
死
亡
し
た
。

道
真
の
死
後
、
六
年
を
経
て
、
延
喜
九
年
、
時
平
は
年
歯

僅
か
三
十
九
歳
で
死
亡
し
、

つ
い
で
同
十
五
年
、
醍
醐
天
皇
も
癌
清
に
か
か
ら
せ
ら
れ
、
同
十
七
年
春
か
ら
翌
年
夏
に
か
け
咳
病
が
流
行
し
、

二
十
二
年
に
は
貞
頼
親
王
、
是
忠
親
王
が
嘉
ぜ
ら
れ
、
さ
ら
に
二
十
三
年
(
延
長
と
改
元
)
三
月
、

皇
太
子
保
明
親
王
も
嘉
ぜ
ら
れ
た
。

し
台、

も
、
大
の
雷
嫌
い
の
天
皇
の
宮
股
が
落
雷
の
た
め
焼
失
す
る
等
の
不
祥
事
が
続
出
し
、
こ
れ
こ
そ
道
真
の
怨
霊
の
崇
り
と
お
そ
れ
た
朝
廷
は
、

早
速
道
真
を
元
の
正
二
位
右
大
臣
の
位
に
戻
し
、
道
真
の
霊
を
慰
め
る
と
共
に
、
崇
り
の
解
除
を
祈
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
怨
霊
思
想
は
朝
野
に
深
く
信
ぜ
ら
れ
る
折
、
世
は
道
長
を
中
心
と
す
る
摂
関
時
代
に
な
っ
た
。
こ
の
頃
の
政
治
は
世
に
閥
族

政
治
と
い
わ
れ
、
天
皇
は
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
藤
原
氏
の
女
を
い
れ
て
妃
と
な
し
、
藤
原
氏
は
女
の
産
ん
だ
幼
少
の
皇
子
を

立
て
て
皇
位
に
つ
か
し
め
、
政
治
上
の
権
勢
を
握
る
所
謂
外
戚
の
権
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
こ
と
を
最
大
の
願
望
と
し
て
い
た
。
こ
の
為
に
は

た
め
不
幸
敗
者
と
な
っ
た
も
の
の
怨
み
は
深
刻
で
あ
り
、
ま
た
勝
者
と
な
っ
た
も
の
も
敗
者
の
怨
み
、
復
讐
を
畏
れ
て
、
心
中
恐
怖
の
念
に
お

( 3 ) 

同
族
、
兄
弟
と
雄
も
互
い
に
設
設
中
傷
を
敢
え
て
し
て
、
こ
れ
を
お
と
し
い
れ
、
自
ら
の
立
場
を
有
利
と
す
る
こ
と
を
辞
さ
な
か
っ
た
。
こ
の

び
え
、
さ
ら
に
は
相
手
を
お
と
し
い
れ
た
良
心
の
自
己
苛
買
に
悩
む
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
と
に
、
こ
の
時
代
の
貴
族
の
ご
と
く
虚
弱
な
体
格

を
持
ち
、
繊
細
な
神
経
質
の
性
格
、
月
の
傾
く
の
に
一
決
を
流
し
、
こ
お
ろ
ぎ
の
鳴
声
に
物
の
あ
わ
れ
を
感
ず
る
感
傷
的
な
人
々
は
、
怨
霊
の
崇

り
の
恐
ろ
し
さ
を
切
実
に
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
民
衆
の
悩
み
、
苦
し
み
は
仏
教
の
力
に
よ
っ
て
救
わ
る
べ
き
筈
で
あ
る
の
に
、
当
時
の
仏
教
は
徒
ら
に
現
世
利
益
を
説
い
て
民

心
を
し
て
一
層
不
安
に
お
と
し
い
れ
、

た
だ
加
持
祈
祷
の
み
が
、
彼
等
を
救
い
得
る
も
の
と
喧
伝
に
つ
と
め
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の

人
々
は
、
き
わ
め
て
些
細
な
不
祥
事
も
、
こ
れ
を
怨
霊
の
集
り
と
し
、
加
持
の
力
を
頼
り
と
し
て
之
を
払
う
こ
と
に
執
心
し
た
。
況
ん
や
、
病

気
に
悩
む
と
き
、
こ
れ
こ
そ
怨
霊
の
泉
り
と
し
て
お
そ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
病
気
に
権
る
と
、
医
師
の
治
療
を
受
け
る
こ
と
よ

h
ソ
J
も
、

ま
ず
僧
侶
に
よ
る
加
持
祈
時
に
よ
っ
て
、
病
人
を
苦
し
め
て
い
る
「
も
の
の
け
」
を
退
散
せ
し
め
る
こ
と
が
第
一
と
考
え
ら
れ
て
い

323 



Tこ

324 

僧
侶
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
ま
ず
、

「
よ
り
ま
し
」
を
選
び
、
こ
れ
を
病
人
の
傍
ら
又
は
次
の
室
に
ひ
か
え
さ
せ
て
加
持
を
行
う
の
で
あ

る
が
、
加
持
が
い
よ
い
よ
最
高
頂
に
達
し
た
こ
ろ
、

「
よ
り
ま
し
」
は
失
神
状
態
と
な
り
、
病
人
に
対
し
、
い
ろ
い
ろ
の
怨
言
を
述
べ
た
て
る

よ
う
に
な
る
。
こ
う
な
る
と
、

「
も
の
の
け
」
は
、
病
人
か
ら
離
れ
て
「
よ
り
ま
し
」
に
乗
り
移
っ
た
こ
と
に
な
り
、
加
持
は
成
功
し
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
加
持
の
有
様
は
、

『
栄
花
物
語
』
や
『
紫
式
部
日
記
』
に
詳
し
く
記
さ
れ
、
ま
た
『
枕
草
子
』
に
は
、

一
人
の
僧

侶
に
よ
る
清
ら
か
な
加
持
の
模
様
を
記
し
て
い
る
。

「
よ
り
ま
し
」
の
選
定
で
あ
る
。
も
し
も
、
病
人
と
全
く
無
関
係
な
も
の
を
選
ん
だ
と
す
れ
ば
、
病
人
に
対
す

る
怨
言
が
、
的
を
離
れ
た
無
意
味
な
も
の
と
な
り
、
む
し
ろ
滑
稽
に
さ
え
思
わ
れ
祈
時
効
果
は
台
無
し
に
な
っ
て
仕
舞
う
。

ま
た
、
暗
示
に
か
か
ら
ぬ
よ
う
な
も
の
を
選
ん
で
も
、
効
果
の
無
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
、

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、

「
よ
り
ま
し
」
に
は
、
病
人
の

い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
彼
女
等
は
、
き
わ
め
て
暗
示
に
か
か
り
ゃ
す
い
か
ら
で
あ
る
。

( 4 ) 

家
に
長
年
使
え
て
い
る
小
女

・
女
中
な
ど
が
選
ば
れ
る
。
家
庭
事
情
も
よ
く
知
っ
て
居
り
、
病
人
が
誰
の
怨
み
を
受
け
て
い
る
か
を
熟
知
し
て

い
う
ま
で
も
な
く
、
怨
霊
の
崇
り
な
ど
の
あ
り
得
る
筈
も
な
く
、
ま
た
、
こ
れ
に
よ
っ
て
病
気
の
起
る
こ
と
も
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
が
、

当
時
の
人
々
は
真
剣
に
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
も
の
の
け
」
と
い
う
当
時
の
病
気
は
、
元
来
は
人
間
の
肉
体
的
疾
患
で
あ
る
が
、
こ
の
疾
患
に
よ
る
苦
し
み
を
怨
霊
の
た
た
り
に

よ
っ
て
起
る
も
の
、

「
も
の
の
け
」
の
な
す
業
と
考
え
、
こ
の
よ
う
な
精
神
的
ス
ト
レ
ス
に
よ
っ
て
、
病
苦
が
一
層
増
大
す
る
例
で
あ
り
、
さ

ら
に
、
加
持
祈
穏
に
よ
る
精
神
療
法
に
よ
っ
て
ス
ト
レ
ス
が
除
か
れ
て
病
苦
が
軽
減
す
る
の
で
あ
っ
て
、
加
持
祈
轄
の
み
に
よ
っ
て
、
病
気
の

結
局
、

治
る
筈
も
な
く
、
医
師
に
よ
る
医
療
を
待
た
ね
ば
な
ら
ぬ
事
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

す
な
わ
ち
、

「
も
の
の
け
」
は
、
池
見
酉
次
郎
教
授
ハ
『
続
心
療
内
科
』
〉
の
い
う
ご
と
く
、

「
身
体
因
に
よ
っ
て
発
病
し
た
も
の
で
も
、
患

者
の
性
格
的
な
ゆ
が
み
や
発
病
後
に
起
こ
っ
た
精
神
的
な
問
題
が
症
状
を
悪
化
さ
せ
た
り
し
て
お
り
ハ
中
略
)
、
心
理
面
か
ら
の
治
療
を
加
味
す



る
こ
と
に
よ
っ
て
、
病
状
の
好
転
が
期
待
さ
れ
る
も
の
」
に
該
当
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

以
上
は
、

「
も
の
の
け
」
と
称
す
る
一
般
病
を
心
身
症
の
対
照
と
し
て
検
討
し
た
が
、
さ
ら
に
、
具
体
的
な
例
に
つ
い
て
考
究
し
て
み
よ

う
王
朝
貴
族
の
代
表
的
人
物
と
い
え
ば
、
誰
し
も
が
「
こ
の
世
を
ば
わ
が
世
と
ぞ
思
う
」
と
望
月
の
歌
を
詠
じ
、
一
家
三
后
の
栄
を
誇
り
、
わ

が
世
の
春
を
謡
歌
し
た
藤
原
道
長
を
さ
す
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
道
長
に
著
名
な
心
身
症
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
道
長
の
こ
の
病

気
は
胸
病
で
あ
る
。

こ
の
胸
病
は
、
寛
仁
二
年
(
一

O
一
八
〉
四
月
九
日
に
起
り
、
同
日
の
『
御
堂
関
白
記
』
に
は
、

亥
時
許
り
よ
り
胸
病
に
悩
み
甚
だ
重
し
、

丑
時
許
り
頗
宜
し

と
記
し
、

つ
い
で
十
日
、
十
一
日
、
十
二
日
と
、

「
心
神
不
覚
」

「
心
神
難
不
宜
」
な
ど
と
記
し
、
閏
四
月
十
六
日
条
に
は
、

「
心
神
尚
悩
み

不
覚
、
夜
法
性
寺
五
大
堂
に
入
る
」
と
記
し
、
こ
の
よ
う
な
胸
病
に
よ
る
苦
し
み
が
六
月
末
、
迄
に
、
三
十
回
に
も
及
ん
で
い
る
事
が
、

『
御
堂

( 5 ) 

関
白
記
』

『
小
右
記
』
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
七
月
以
降
『
御
堂
関
白
記
』
は
、
こ
れ
を
記
し
て
い
な
い
が
、
発
作
が
無
か
っ
た

の
か
、
軽
症
で
記
さ
な
か
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

『
小
右
記
』
も
七
月
以
降
九
月
末
迄
欠
落
し
、
之
を
明
ら
か
に
し
得
な
い
が
、

お
そ

ら
く
、
こ
の
よ
う
な
苦
し
み
は
或
る
程
度
持
続
し
て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

い
っ
た
い
、
こ
の
よ
う
な
胸
病
と
は
、
ど
ん
な
病
気
で
あ
っ
た
の
か
、

『
小
右
記
』
寛
仁
二
年
間
四
月
十
七
日
条
に
は
、

大
殿
の
御
心
地
太
だ
悩
み
思
し
め
す
。
去
夜
悩
み
給
う
の
問
、
叫
び
給
う
戸
甚
だ
高
く
、
邪
気
に
似
た
り

と
あ
り
、
さ
ら
に
『
小
右
記
』
同
年
間
四
月
二
十
四
日
条
に
は
、

按
祭
大
納
言
(
中
略
〉
及
び
他
卿
多
く
参
入
す
。

簾
前
に
て
雑
事
を
談
ぜ
ら
る
。

尋
常
の
如
し
。
幾
ば
く
を
経
ず
俄
に
御
胸
病
発
動
し
、

重
く
悩
み
苦
し
み
給
う
。
声
太
だ
高
く
叫
ぶ
如
し
。
僧
等
相
集
り
て
加
持
す
。
霊
気
人
に
移
り
て
平
復
せ
ら
る

と
、
胸
病
の
病
状

V
記
し
て
い
る
。
平
素
の
如
く
人
々
と
雑
談
中
、
突
然
苦
し
み
、
大
声
を
あ
げ
て
叫
び
出
す
有
様
で
、

一
応
、
狭
心
症
と
か
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心
筋
硬
塞
等
の
ご
と
き
重
篤
な
病
気
が
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
病
気
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
三
十
回
に
も
わ
た
っ
て
発
作
の
繰
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り
返
す
筈
も
な
く
、

し
た
が
っ
て
、

一
応
心
臓
神
経
症
の
ご
と
き
病
気
が
考
え
ら
れ
る
。
今
日
、
胸
病
と
い
え
ば
呼
吸
器
系
疾
患
の
ご
と
く
考

え
ら
れ
る
が
、
当
時
で
は
胸
部
に
あ
る
肺
・
心
臓
の
病
気
も
亦
胸
病
と
い
わ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
果
し
て
心
臓
神
経
症
と
断
定
し

一
応
こ
の
よ
う
な
病
気
を
想
定
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

得
る
や
否
や
は
別
と
し
て
、

さ
て
、
こ
の
病
気
の
経
過
を
み
る
に
、

前
述
の
ご
と
く
、

四
月
よ
り
六
月
末
ハ
多
分
八
月
迄
)
迄
持
続
し
、

つ
い
で
九
月
よ
り
十
二
月
初
め

迄
殆
ん
ど
発
作
が
起
っ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
同
年
十
二
月
二
十
八
日
よ
り
再
び
発
作
が
起
り
、
翌
寛
仁
三
年
四
月
噴
迄
持
続
し
、
そ
の
後

は
、
時
々
軽
度
の
発
作
が
起
っ
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
。

い
っ
た
い
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
た
の
か
。
そ
れ
に
は
、
道
長
の
肉
体
的
、
精
神
的
状
況
を
観
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

道
長
は
、
す
で
に
長
和
五
年
(
一

O
二
ハ
〉
五
月
頃
よ
り
、

し
き
り
に
渇
を
訴
え
、

水
を
飲
む
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、

『
小
右
記
』
に
記

さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
同
年
五
月
十
日
条
に
は
、

摂
政
殴
品
川
講
請
僧
阿
閣
梨
頼
秀
来
る
。
密
語
し
て
云
う
。
講
説
の
間
仏
前
に
坐
せ
ら
れ
、
中
間
必
ず
簾
中
に
入
り
給
う
。
若
し
く
は
飲
水

敗
。
紅
顔
減
じ
て
気
力
無
し
。
慎
し
ま
せ
ら
る
べ
き
か
。
其
期
遠
か
ら
ざ
る
か

( 6 ) 

と
、
こ
の
こ
ろ
道
長
は
盛
に
水
を
飲
み
、
顔
色
も
悪
く
無
気
力
な
状
態
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
道
長
の
病
気
は
、
当
時
飲
水
病

と
云
わ
れ
た
病
気
で
、
今
日
の
糖
尿
病
に
当
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
、
道
長
は
寛
仁
二
年
十
月
噴
よ
り
、
視
力
が
お
と
ろ
え
、

同
年
十
月
十
七
日
条
の
『
小
右
記
』
に
は
、

大
陸
清
談
せ
ら
れ
、
次
い
で
目
見
え
ざ
る
由
を
言
う
。
近
づ
く
も
則
に
汝
の
顔
殊
に
見
え
ず
、
申
し
て
云
う
。
晩
景
と
昼
の
時
と
如
何
、

仰
せ
と
云
う
。
昏
時
と
白
昼
に
因
ら
ず
、
只
殊
に
見
え
ざ
る
也

と
記
し
、
視
力
の
お
と
ろ
え
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
鳥
眼
で
な
か
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

道
長
自
身
も
『
御
堂
関
白
記
』
、
同

年
十
一
月
六
日
条
に
、



東
河
に
出
で
解
除
、
是
れ
月
来
の
間
目
明
ら
か
な
ら
ず
、
何
て
放
す
る
所
也

と
、
視
力
の
お
と
ろ
え
を
認
め
て
い
る
。

お
そ
ら
く
、
糖
尿
病
に
併
発
し
た
白
内
障
に
擢
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
道
長
は
、
当
時
こ
の
よ
う
に
糖
尿
病
・
白
内
障
に
悩
ん
で
い

た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
、
当
時
の
道
長
の
精
神
状
況
は
如
何
で
あ
っ
た
か
、
道
長
は
三
条
天
皇
と
は
常
に
不
仲
の
状
態
に
あ
り
、
三
条
天
皇
の
眼
病
つ
い

で
失
明
と
共
に
、
天
皇
に
譲
位
を
せ
ま
っ
た
が
、
天
皇
も
仲
々
之
を
聞
き
い
れ
ら
れ
ず
、

つ
い
に
、
次
帝
の
皇
太
子
に
天
皇
の
皇
子
敦
明
親
王

を
た
て
る
事
を
条
件
と
し
て
、
寛
仁
元
年
一
月
、
道
長
の
外
孫
敦
成
親
王
に
位
を
譲
ら
れ
た
。
こ
こ
に
後
一
条
天
皇
が
即
位
さ
れ
、
つ
い
で
三

条
院
は
同
年
五
月
九
日
崩
御
さ
れ
た
。
道
長
に
と
っ
て
敦
明
親
王
が
皇
太
子
と
し
て
お
わ
し
ま
す
こ
と
は
、
き
わ
め
て
不
利
で
あ
り
、
二
代
に

わ
た
っ
て
外
戚
の
権
を
握
ら
ん
と
す
る
道
長
の
願
望
に
水
を
さ
す
こ
と
と
な
る
た
め
、
三
条
院
の
崩
御
後
、
敦
明
親
王
を
陰
に
陽
に
圧
迫
、
干

渉
し
、

つ
い
に
毅
王
は
、
同
年
九
月
、
位
を
後
一
条
天
皇
の
弟
君
敦
良
親
王
に
譲
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
道
長
年
来
の
願
望
の
成

( 7 ) 

就
で
あ
り
、
ま
さ
に
道
長
の
思
い
通
り
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
た
め
に
は
三
条
天
皇
と
の
約
束
を
反
故
に
し
、
そ
れ
故
に
三

条
天
皇
の
怨
み
を
お
そ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
寛
仁
元
年
は
事
無
く
終
っ
た
が
、
寛
仁
二
年
二
月
よ
り
三
月
に
か
け
、
皇
太
子
敦
良
親
王
は
病

気
に
悩
ま
せ
ら
れ
、
仲
々
治
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
三
条
天
皇
の
怨
霊
の
崇
り
と
お
そ
れ
て
い
た
占
こ
ろ
、

つ
い
に
、
こ
の
よ
う
な
精
神
的

ス
ト
レ
ス
が
重
な
っ
て
、

四
月
九
日
、
胸
病
の
発
作
が
起
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

九
月
に
な
り
、
道
長
の
女
威
子
は
、
後
一
条
天
皇
の
中
宮
に
き
ま
り
、
道
長
は
そ
の
準
備
に
忙
殺
さ
れ
て
い
た
。
や
が
て
十
月
十
六
日
威
子

の
立
后
の
儀
が
行
わ
れ
、
道
長
は
前
述
の
ご
と
く
一
家
三
后
の
栄
を
誇
っ
て
望
月
の
歌
を
詠
じ
た
の
で
あ
る
。
因
み
に
一
家
三
后
と
は
、
道
長

世
の
春
で
あ
り
、

の
女
彰
子
は
一
条
天
皇
、
折
子
は
三
条
天
皇
、
威
子
は
後
一
条
天
皇
の
妃
と
な
っ
た
こ
と
を
い
う
。
こ
の
頃
の
道
長
の
心
境
は
、
ま
さ
に
わ
が

オ
イ
フ
ォ
リ

I
の
絶
頂
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
三
条
天
皇
の
「
も
の
の
け
」
の
お
そ
れ
な
ど
も
吹
き
と
ん

で
、
朗
か
な
日
々
を
送
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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し
か
る
に
、
同
年
十
二
月
十
七
日
、

一
条
天
皇
と
定
子
と
の
間
に
生
ま
れ
ら
れ
た
敦
康
親
王
が
莞
せ
ら
れ
た
。
こ
の
親
王
は
天
皇
の
第
一
皇
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子
で
あ
り
、
当
然
帝
位
を
ふ
む
方
で
あ
る
が
、
道
長
に
は
、
天
皇
と
彰
子
と
の
聞
に
生
れ
た
敦
成
親
王
を
立
て
、
前
述
の
ご
と
く
外
戚
の
権
を

握
ら
ん
と
す
る
野
望
が
あ
り
、
こ
の
た
め
敦
康
親
王
が
帝
位
を
つ
ぐ
事
を
妨
害
し
、
い
じ
め
奉
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
関
係
の
親
王
が
莞

ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
、
再
び
道
長
に
大
き
な
精
神
的
ス
ト
レ
ス
を
与
え
る
結
果
と
な
り
。
つ
い
に
十
二
月
二
十
八
日
、
再
び
胸
病
の
発
作
に
悩
む

こ
と
と
な
っ
た
。

『
小
右
記
』
同
日
条
に
は
、

大
鑑
午
魁
許
御
胸
を
悩
み
給
う
、
夜
に
入
り
退
出
せ
ら
る

と
あ
り
、
道
長
は
糖
尿
病
に
加
う
る
に
白
内
障
を
病
み
、

し
か
も
こ
う
し
た
ス
ト
レ
ス
の
為
め
に
そ
の
後
も
し
ば
し
ば
胸
病
に
悩
み
、
寛
仁
三

年
三
月
十
八
日
条
の
『
小
右
記
』
に
は
、

大
殿
胸
病
を
煩
い
給
う
の
由
、
章
信
朝
臣
よ
り
告
ぐ
る
有
り
、

宰
相
午
魁
許
、
殿
よ
り
罷
り
出
で
云
、

丑
到
許
り
よ
り
御
胸
大
い
に
発
し
給
い
不
覚
、
只
今
柳
か
陳
有
り
、
邪
気
人
々
に
駈
移
る

( 8 ) 

と
あ
り
、
更
に
同
月
廿
日
条
に
は
、

宰
相
来
る
、
少
時
大
般
に
参
る
、
夜
に
入
り
来
り
云
う
。
猶
重
く
悩
み
給
う
。
御
声
甚
だ
高
く
堪
え
難
き
の
気
有
り

と
記
し
、
つ
い
に
二
十
一
日
道
長
は
出
家
し
た
の
で
あ
る
。
同
日
条
の
『
小
右
記
』
に
は
、

宰
相
来
り
云
う
。
大
殿
出
家
し
了
ぬ
。
法
印
院
源
戒
師
と
な
る
。

か
く
て
、
道
長
は
浮
世
を
離
れ
、
政
治
か
ら
解
放
さ
れ
て
心
の
や
す
ら
ぎ
を
得
た
の
か
、

ス
ト
レ
ス
も
と
れ
て
胸
病
の
発
作
も
次
第
に
少
な

く
な
り
、
安
堵
し
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
、
道
長
の
胸
病
に
つ
い
て
そ
の
概
況
を
記
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
ご
と
く
、
道
長
は
、
糖
尿
病
・
白
内
障
の
ご
と
き
肉
体
的

疾
患
に
加
う
る
に
、
大
き
な
精
神
的
ス
ト
レ
ス
を
受
け
、
胸
病
と
い
う
病
苦
に
悩
み
、

ス
ト
レ
ス
の
解
消
に
よ
り
、
病
苦
も
除
か
れ
る
と
い
う

典
型
的
な
心
身
症
の
病
型
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
時
代
に
は
三
条
天
皇
の
限
病
も
原
発
性
炎
症
性
緑
内
障
と
い
わ
れ
、
心
身
症
の
対
照
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Psychosomatic Illness in the Heian Era 

based chiefly on the αse of Fujiwara Michinaga 

by 

〆"、

σ、
'v 

Toshiro HA  TTORI 

lt was believed in the Heian era that“Mononoke" or evil spirits existed， People thought that diseases were caused by 

“Mononoke"， not by organic disorders， Therefore， the condition of a disease was very changable according as how far they 

feared an evil spirit， 

We can easily find such cases in the rustory of the Heian era. For example， Fujiwara Michinaga's case who had an 

illness of the chest is a typical one. Michinaga su汀ereda heart attack in April (1016) at the age of fiftyfour just when 

Emperor Sanjo died. The demise of Emperor Sanjo had be巴n demanded by Michinaga so that it seemed that he died 

because of an excess of anxiety. Michinaga feared that he would be possessed by Sanjo's evil spirit. ln fact， some accidents 

occurred in the surroundings of Michinaga following Sanjo's death. Perhaps bccause he believed that they were all caused 
白

N
的



by that evil spirit， he fcll ill simultancously. However， he got well as soon as his daughtcr got married to Emperor Goichijo， 

the nは tEmperor， in 5eptember of the same year. But three months later， the son of Emperor Ichijo， who had' been 

designated to succeed 5anjo but was presented from doing so by Michinaga died. In a short time he su町ereda heart attack 

again. 50 he decided to console himself against those evil spirits， by becoming a bonze. He got well after he entered in the 

priestly life. 

。
円
的

〈

O
H
、、J



日
本
医
史
学
雑
誌
第
二
十
三
巻

第
三
号
、
昭
和
五
十
二
年
七
月

昭
和
五
十
二
年
一
月
八
日
受
付

ゼ
ン
メ
ル
ワ
イ
ス
と
プ
レ
ン
ク

J
lハ
ソ
ガ
リ

1
医
学
史
よ
り

安

田

京電

く
る
。
そ
の
書
き
出
し
は
「
五
月
五
日

ラ
ヨ
シ
ュ
・
ジ
ラ
ヒ
作
『
瀕
死
の
春
(
出
包
含
S
叶

E
g
N
)』
(
高
橋
健
二
訳
、
新
潮
文
庫
〉
と
い
う
小
説
の
終
の
部
分
に
救
急
医
の
日
記
が
出
て

午
前
八
時
半
、
外
ヴ
ア
ツ
イ
街
に
呼
ば
れ
た
。
市
電
五
七
番
路
線
の
電
車
が
ラ
ン
プ
工
場

( 11 ) 

水
曜
日

の
職
工
を
牒
い
た
の
だ
。
大
し
た
傷
で
は
な
い
が
、

ロ
グ
ス
病
院
に
収
容
し
た
よ
と
い
う
の
で
あ
る
。

昭
和
四
八
年
に

F
5・
5円

Fog-kpnon-E80『
回

o
-
a
F
S
-
P
S
E丘町
hw昨

日

S

Q〉
思
)
の
第
一
三
回
総
会
に
出
席
す
る
た
め
始
め
て
プ

ダ
ベ
ス
ト
を
訪
れ
た
際
、
こ
の
町
に
あ
る
と
聞
い
て
い
た
ゼ
ン
メ
ル
ワ
イ
ス
博
士
の
像
を
見
て
お
き
た
い
と
思
い
、
あ
れ
こ
れ
と
尋
ね
て
み
る

と
、
セ
ン
ト
・
ロ
ク
ス
病
院
の
前
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

ロ
ク
ス
ハ

monyg〉
と
は
フ
ラ
ン
ス
中
世
の
聖
者
で
、

托
鉢
僧
と
し
て
ロ

l
マ

に
巡
礼
に
赴
き
、
疫
病
に
悩
む
人
々
を
救
っ
た
が
、
帰
国
し
た
際
に
ス
パ
イ
と
間
違
え
ら
れ
て
捕
え
ら
れ
、
獄
死
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

大
腿
に
矢
が
突
刺
さ
っ
た
像
を
後
述
の
ゼ
ン
メ
ル
ワ
イ
ス
医
学
史
博
物
館
で
見
た
。

こ
の
病
院
は
現
在
で
は
ゼ
ン
メ
ル
ワ
イ
ス
病
院
包
冊
目
B内
Z
四
宮
沢
含

E
る
と
い
う
名
に
変
っ
て
い
る
が
、

『
額
死
の
春
』
に
あ
る
「

ロ
グ
ス

病
院
」
ま
た
は
「
聖
ロ
グ
ス
病
院
包
N
g
ニ
g
r
g
関

ArEN)」
と
い
う
古
い
名
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
(
図
1
〉
。
ゼ
ン
メ
ル
ワ
イ
ス
博
士
は

331 



維
納
か
ら
引
き
あ
げ
て
プ
ダ
ベ
ス
ト
大
学
医
学
部
産
科
に
勤
務
の
傍
ら
、
無
給
の
医
長
と
し
て
一
八
五
一
年
か
ら
一
八
五
五
年
ま
で
こ
の
病
院

332 

で
働
い
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
程
遠
く
な
い
と
こ
ろ
に
ゼ
ン
メ
ル
ワ
イ
ス
街
3
2
5
内
Z
g
E
S
〉
と
い
う
通
り
が
あ
る
(
図
2
1

博
士
の
像
は
病
院
の
西
側
の
の
ち
]
a
E
-
街
に
立
っ
て
お
り
、
自
室
製
で
足
も
と
に
は
赤
児
を
抱
い
た
母
親
の
像
な
ど
が
し
つ
ら
え
て
あ

る
(
図

3
1

ゼ
ン
メ
ル
ワ
イ
ス
博
士
は
現
在
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
民
族
の
英
雄
扱
い
に
さ
れ
て
お
り
、
プ
ダ
ベ
ス
ト
大
学
医
学
部
は
別
名
を
「
ゼ
ン
メ
ル

ワ
イ
ス
医
学
部
」
と
称
す
る
。
ま
た
、
ロ
ロ

E
河
の
右
岸
プ
ダ
側
に
は
ゼ
ン
メ
ル
ワ
イ
ス
医
学
史
博
物
館
が
あ
る
。
昭
和
五

O
年
、
第
一
四
回

国
際
輸
血
学
会
の
帰
途
、
再
び
プ
ダ
ベ
ス
ト
を
訪
れ
た
目
的
は
一
に
こ
の
博
物
館
を
見
る
た
め
で
あ
っ
た
。

〉
同
U
E
仏
E
E
H
i
ω
に
あ
る
博
物

館
の
建
物
に
は
ゼ
ン
メ
ル
ワ
イ
ス
博
士
の
両
親
が
住
ん
で
い
た
こ
と
が
あ
り
、
博
士
も
そ
こ
で
生
ま
れ
た
。
二
階
に
は
古
代
か
ら
の
ハ
ン
ガ
リ

ー
を
主
と
し
た
医
学
史
の
資
料
が
展
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
室
は
一
九
世
紀
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
中
流
家
庭
の
居
聞
を
復
元
し
、
博
士
の
丙

親
と
博
士
夫
妻
の
肖
像
画
が
飾
ら
れ
、
博
士
の
居
室
に
入
っ
た
よ
う
な
感
じ
を
受
け
る
。
博
士
は
プ
ダ
ベ
ス
ト
で
生
を
終
え
た
の
で
は
な
く
、

( 12 ) 

患
者
と
し
て
維
納
の
精
神
病
院
に
送
ら
れ
、
あ
れ
程
ま
で
に
声
を
大
に
し
て
戦
っ
て
き
た
創
傷
感
染
に
よ
る
敗
血
症
で
自
ら
の
命
を
お
と
し
た

の
で
あ
っ
た
。

博
士
の
著
書

=
宮
内
〉
2
0】

O
四
F
仏
内
円
切
内
問
『
出
口
口
仏
仏
w
p
o日

uz-員
四
回
号
朗
自
ロ
仏
Z
E
内
宮
『
帥
=
が
出
版
さ
れ
た
と
き
*
、

当
時
の
医
学

界
は
挙
っ
て
悪
評
を
浴
び
せ
、
巴
号
o
-
仏
教
授
の
如
き
は
=
。
g
z
四
一
口
σ
2
ι
5
v
a
n
F
2
5
P
E
-
o
ロ
5
ι
g
d
z
a
-
四
g官
o
n
F
g
-
=
と
云
つ

て
い
る
。

日
本
研
究
家
と
し
て
有
名
な
シ

l
ボ
ル
ト
の
家
系
に
は
祖
父
開
釦
ユ
関
g℃
R
g
ロ
巴
与
O
]
仏
以
来
外
科
、

産
科
の
医
師
が
輩
出
し
て
い

る
。
シ

l
ボ
ル
ト
の
従
弟
胆
仏
g
E
開

8
3円』町長。σ

〈
O
口
∞
芯
σ
0
5
ハ
H
∞
。
H
I
H
∞
m
H
)
は

一
八
三
三
年
以
来
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
大
学
産
科
の
教
授

調巳

発
行
年
は
一
八
六
一
年
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
は
一
八
六

O
年
末
に
出
版
さ
れ
た
。



図 2 ゼンメルワイス街入口の記念板。

「多くの母親の救済者ゼンメノレワ

イス」と刻まれている

図 1 ゼンメノレワイス病院

図 3 ゼンメノレワイス博士像
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〈
そ
の
前
は
マ
ル
プ
ル
グ
大
学
産
科
の
教
授
〉
で
、

ゼ
ン
メ
ル
ワ
イ
ス
を
罵
倒
し
た
の
は
こ
の
人
で
あ
る
。
呉
秀
三
『
シ

1
ボ
ル
ト
先
生
其
生

334 

涯
及
功
業
』
第
二
版
三
一
頁
に
肖
像
写
真
が
出
て
い
る
。

一
八
六
一
年
と
一
八
六
二
年
と
の
聞
に
ゼ
ン
メ
ル
ワ
イ
ス
は
公
開
状
を
四
通
公
表
し

た
が
、
そ
の
一
通
は
こ
の
巴
各
三
仏
教
授
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。

国

-
Zミ円
F
o
p
-
関口円
Nnm
君
。
円
円
刊
号
c
n
y
N号
。
何
m
n
z
n
v
s
ι
q
z
a
Eロ
の
回
出

5
E
白
内
σ
0
5
の
項
に
は
「
彼
は
自
然
哲
学
に
関
し
て

も
、
産
科
学
、

ま
た
当
時
す
で
に
発
展
し
つ
つ
あ
っ
た
婦
人
科
学
に
関
し
て
も
、
時
代
お
く
れ
の
考
え
方
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の

た
め
ゼ
ン
メ
ル
ワ
イ
ス
に
対
し
て
も
理
解
を
一
示
す
こ
と
な
く
敵
対
し
て
、
古
い
道
を
歩
み
続
け
た
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

E 

聖
岡
田
芝
宮
王
(
図

4
)
が
按
手
に
よ
っ
て
病
人
を
医
し
た
伝
説
や
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
王
家

ψ
ゃ

か
ら
チ
ュ
ト
リ
ン
ゲ
ン
に
嫁
し
、
寡
婦
と
な
っ
た
後
、
二
四
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
マ
ル
プ
ル
グ
で
病
人
の
救
護
に
献
身
し
た
聖
エ
ル
セ
ベ
ト
の

古
い
時
代
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
医
療
に
つ
い
て
は
、

話
な
ど
が
あ
る
。

( 14 ) 

免
許
を
認
め
ら
れ
た
の
に
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
出
身
の
医
学
生
は
古
く
か
ら
外
国
の
大
学
で
活
躍
し
て
い
た
が
、
填
洪
帝
国
内
で
は
維
納
大
学
出
身
者
に
は
帝
国
全
域
で
医
師

ハ
ン
ガ
リ
ー
で
教
育
を
受
け
た
医
師
に
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
領
内
で
し
か
免
許
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

科
の

MMo--=NR

ハ
ン
ガ
リ
ー
の
優
秀
な
青
年
は
維
納
に
遊
学
し
、
そ
こ
に
残
っ
て
名
を
な
し
た
者
が
少
く
な
い
。
解
制
学
の
出
ヌ
門
戸

喉
頭
科
の
∞
n
F
E
R-
q
と
云
っ
た
維
納
学
派
の
医
学
者
は
も
と
も
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
出
身
で
あ
る
。

皮
ふ
科
の
関
品
。
回

F

耳

こ
の

ωnvロ
F
E
r『
の
子

息
が
有
名
な
作
家
で
、
作
中
人
物
の
心
理
描
写
に
巧
み
で
あ
っ
た
の
は
「
お
父
上
が
い
つ
も
人
の
咽
喉
の
奥
ま
で
の
ぞ
き
込
ん
で
い
た
せ
い
だ

ろ
う
」
と
冗
談
を
云
わ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。

ヨ俳

マ
ル
プ
ル
グ
の
H
W

口

g
g
E
教
会
で
彼
女
を
記
念
し
た
彫
刻
な
ど
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。





情
世
洪
帝
国
で
医
学
が
栄
え
た
の
は
マ
リ
ア
・
テ
レ
ジ
ア
女
帝
の
時
代
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
女
帝
は
ず
い
ぶ
ん
子
沢
山
で
、

フ
ラ
ン
ス
王
ル
イ
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十
六
世
の
王
妃
マ
リ

1
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
も
末
の
方
の
王
女
で
あ
る
。
痘
搭
の
流
行
に
よ
っ
て
夫
の
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン

・
ロ
l
ト
リ
ン
ゲ

ン
と
子
供
を
二
人
ま
で
な
く
し
、
女
帝
自
身
も
痘
痕
に
か
か
っ
て
、

め
で
は
な
い
と
し
て
も
、
女
帝
は
医
学
の
振
興
に
力
を
つ
く
し
、
ラ
イ
デ
ン
大
学
か
ら
フ
ァ
ン
・
ス
ウ
イ
l
テ
ン
を
侍
医
と
し
て
招
い
て
い

一
七
六
七
年
に
は
女
帝
の
痘
療
快
癒
記
念
メ
ダ
ル
が
作
ら
れ
た
。
そ
の
た

る。
。
m
E
E
〈
担
ロ
∞
言
内同町
ロ
(
一
七

O
O
-
-
七
七
二
、
の
ち
に
男
爵
を
授
け
ら
れ
た
〉

は
.ア
ー
ル
ハ

l
フ
ェ
(
出
合
B
E
D
回

2
5担
当
。
の
高
弟
で
、

師
の
業
績
を
注
解
し
た
=
。
。
5
5
3
g忌

5
w
S
F回
忌
品
目
百
円
2
5
0
M
内庁

gmロO
田口市ロ仏
2

2

2『
g門

出
国

g
R
E凹
=
と
い
う
著
書
は
わ
が
国
の

蘭
学
者
の
聞
で
も
有
名
で
あ
る
。
彼
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
っ
た
た
め
新
教
国
オ
ラ
ン
ダ
の
大
学
に
留
ま
れ
ず
、

一
七
四
五
年
マ
リ
ア

・
テ

レ
ジ
ア
の
招
き
に
応
じ
て
家
族
を
連
れ
て
維
納
に
来
り
、
医
学
教
育
の
改
革
に
腕
を
ふ
る
っ
た
。

訳
書
が
あ
ら
わ
れ
た
。

こ
の
時
代
の
オ
ラ
ン
ダ
の
医
学
書
は
』

o
Eロロ
g
母
。
。
吋
丹
市
『
の
内
科
書
の
宇
田
川
玄
随
に
よ
る
ほ
ん
訳
を
始
と
し
て
、

舶
載
医
書
の
う
ち
号
。
。
『
丹市『
と

gロ
ω
3
2
8
の
著
書
が
最
も
請
求
が
多
か
っ
た
と
い
う
出
島
蘭
館
の
記
録
は
当

わ
が
国
で
続
々
と

( 16 ) 

時
の
蘭
学
の
傾
向
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
斯
く
し
て

〈
担
ロ
∞
言
問
丹
市
ロ
の
著
書
(
字
野
蘭
斉
訳
『
西
医
治
要
旬
、
〉

2
0ロ
ω
5
2
n
r
の
内
科
書

(
足
立
長
務
訳
『
医
方
研
幾
』
〉

な
ど
を
通
じ
て
、
わ
が
国
の
医
学
は
早
く
か
ら
旧
維
納
学
派
と
接
触
し
た
の
で
あ
る
。

一
七
六
九
年
一
一
月
に
マ
リ
ア

・
テ
レ
ジ
ア
女
帝
は
フ
ァ
ン
・
ス
ウ
ィ

1
テ
ン
の
進
言
を
容
れ
て
ハ
ン
ガ
リ
ー
の

Hd
』
円
ロ
但
ロ
ハ
ハ
ン
ガ
リ
ー

語
で
は

ZMW伺可
制

N
O
S
E
C
大
学
に
教
授
五
名
か
ら
成
る
医
学
部
を
設
立
さ
せ
た
。

当
時
維
納
大
学
で
さ
え
医
学
部
の
教
授
は
四
名
で
、

全
欧

洲
で
医
学
部
に
五
名
以
上
の
教
授
を
有
す
る
大
学
は
数
え
る
程
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
れ
は
破
格
の
優
遇
と
云
え
る
。

一
八
名
の
候
補

者
か
ら
選
ば
れ
た
の
は
次
の
五
名
で
あ
っ
た
。

解
剖
学
一
芸

B
R
-
gロ
斗

E
E
(列
宮
内
円
の
称
号
を
有
す
る
軍
医
、
も
と
維
納
陸
軍
病
院
勤
務
)

病
理
学
お
よ
び
実
地
医
学
一

ZF円}回目巾ご山岳
0
5広
島
(
前
職
は
ぐ
g
N切
な
自
県
医
師
〉



生
理
学
及
び
薬
物
学
一
〉
E
B
H
m
E
N
P
S岳
(
宮

5
〈
身
主
出
身
の
医
師
〉

化
学
及
び
植
物
学
一
』
加
古
σ
し『
g
え

宅
5
丹
市
ユ
(
シ
ュ
タ
イ
エ
ル
マ
ル
ク
出
身
、
前
職
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
鉱
山
地
区
医
師
)

外
科
、
眼
科
及
び
産
科
一
』
O
国
民
旨
roσ
巴
向
島
(
陸
軍
外
科
医
〉

(図
5
)

こ
の
大
学
は
一
七
七
七
年
の
新
学
期
か
ら
首
都
プ
ダ
に
移
転
し
、
現
在
の
プ
ダ
ベ
ス
ト
大
学
医
学
部
の
基
礎
と
な
っ
た
。

E 

富
士
川
波
博
士
に
よ
る
と
、
プ
レ
ン
ク
は
後
に
医
業
を
や
め
て
著
述
に
専
念
し
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
の
貴
族
に
列
せ
ら
れ
た
と
云
わ
れ
る
。
彼
は

内
科
、
外
科
、
眼
科
、

婦
人
科
、

小
児
科
、

皮
ふ
科
、

梅
毒
科
な
ど
各
科
に
わ
た
っ
て
学
生
の
受
験
用
の
簡
明
な
参
考
書
と
も
云
う
べ
き

n
o
g宮
ロ
門
出
口
ヨ
を
著
し
、
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
蘭
訳
か
ら
日
本
語
に
ほ
ん
訳
さ
れ
て
い
る
。

フ
ィ
ッ
セ
ル
(
』
・
司
・
〈
mw

ロ
O
〈内『
B
2司自
g
n
r
q〉

〉H
U
O

同宮内
ru
。
y
o
g向
日
の
家
政
辞
典
、
』
・
凶
己
す
の
理
科
教
科
書
等
が
日
本
人
に
よ
っ
て
全
巻
、

あ
る
い
は
一
部
分
を
日
本
語
に
訳
さ
れ
て
い

( 17 ) 

は
そ
の
著
書

E
W
在
日
m
m
gご凶巾

r
g
E
M
〈
g
V
2
』
名
2
2
Z
&
r
w
w
九
四
頁
で
回
O
四円
y
g〈
♂
〈
g

c
巾回円宮司
wHM-gr
の
医
書
、
国
民
g
p
n
y
m

る
こ
と
を
報
じ
て
い
る
。

わ
が
国
で
プ
レ
ン
ク
の
医
書
に
比
較
的
早
く
か
ら
注
目
し
た
の
は
士
口
雄
耕
牛
で
あ
ろ
う
。
プ
レ
ン
ク
が
一
七
七
九
年
に
維
納
で
上
梓
し
た
梅

毒
書
の
第
二
版
の
蘭
訳
本
に
よ
っ
て
耕
牛
は
『
布
欽
土
口
徽
措
篇
』
を
草
し
た
。
こ
れ
は
未
定
稿
本
で
、
し
か
も
部
分
訳
で
あ
る
が
、
プ
レ
ン
ク

の
梅
毒
尚
子
を
わ
が
国
に
紹
介
し
た
最
初
の
も
の
で
あ
る
。

た
。
プ
レ
ン
ク
の
こ
の
著
書
は
さ
ら
に
大
槻
玄
沢
『
大
西
徽
清
方
』
、
杉
田
立
卿
『
徽
癒
新
書
』
と
し
て
も
訳
さ
れ
て
い
る
。

耕
牛
は
ぐ
巾
円
σ
E間
四
四
や
。
フ
レ
ン
ク
の
書
に
よ
っ
て
梅
毒
ア
メ
リ
カ
由
来
説
を
唱
え

次
に
、
プ
レ
ン
グ
の
外
科
書
。
0
5匂
g
佐
官
U
E
E
E巴
g
z
g
n
E
E
G
-
2
2
5
(匂
曲
三
色
。
a
n
Y
2
蘭
訳
〉
も
耕
牛
が

『
紅
毛
秘
事
記
』

と

し
て
和
訳
を
試
み
、
そ
の
子
如
淵
に
も
訳
書
が
あ
る
と
云
わ
れ
る
が
、
最
も
有
名
な
の
は
杉
田
立
卿
の
『
蕩
科
新
選
』
で
あ
る
。
他
に
新
宮
涼

庭
の
『
外
薬
則
』
、

『
外
用
方
府
』
、
新
宮
涼
閣
の

『
布
欽
士
口
外
用
方
府
』
も
プ
レ
ン
グ
の
訳
本
で
あ
る
(
図

6
1
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プ
レ
ン
グ
の
著
書
を
最
も
愛
用
し
た
の
は
新
宮
涼
庭
一
派
で
あ
ろ
う
。
訳
書
で
は
上
掲
の
他
に
婦
人
科
書
や
、
涼
閣
訳
の
解
剖
書
ハ
『
解
体

338 

則』)、

涼
閣

・
涼
民
共
訳
の
『
小
児
全
書
』
等
が
あ
る
。

文
政
年
聞
に
涼
庭
は
私
財
を
投
じ
て
京
都
に
順
正
書
院
と
い
う
医
学
校
を
建
て
た

が
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
た
参
考
書
の
う
ち
解
剖
、
化
学
、
外
科
、
婦
人
科
、
小
児
科
は
す
べ
て
プ
レ
ン
ク
の
著
書
で
あ
っ
た
。

プ
レ
ン
ク
の
著
書
が
わ
が
国
で
愛
読
さ
れ
た
理
由
と
し
て
、

祖
と
す
る
母
。
2
5♂
〈

g
ω
3
2
2
ら
の
学
統
が
却
っ
て
純
粋
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
こ
と
、

オ
ラ
ン
ダ
以
外
の
固
と
交
易
が
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
切
O

刊号

E
S
を

プ
レ
ン
ク
の
著
作
が
学
生
用
に
筒
明
に
書
か

れ
て
い
て
内
容
的
に
も
、
語
学
の
上
か
ら
も
わ
が
国
の
蘭
学
者
の
水
準
に
適
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
上
に
当
時
の
蘭
館
医

が
好
ん
で
プ
レ

ν
ク
の
著
書
を
携
行
し
て
い
た
こ
と
も
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

『
蘭
説
弁
惑
』
巻
下
、

O
外
科
の
項
に
は
「
船
に
乗
り
て
来
る
は
多
く
は
技
術
一
通
り
覚
え
た
る
も
の
に
て
、
修
業
の
た
め
出
世
を
心
懸
る

外
科
、
内
治
を
兼
来
る
よ
し
、
折
々
は
内
科
本
業
の
人
に
て
、
学
術
研
精
の
た
め
、
渉
歴
せ
ん
と
て
乗
り
来
る
も
あ
り
と
な
り
」
と
な
か
な
か

穿
っ
た
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
医
師
で
な
い
フ
ィ
ッ
セ
ル
も
、

日
本
の
医
師
の
質
問
が
頗
る
研
究
的
で
、
蘭
人
医
師
は
そ
の
学
識
を
試
験

( 18 ) 

さ
れ
て
い
る
観
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

フ
ィ
y

セ
ル
は
「
予
は
自
分
の
学
識
よ
り
も
、
寧
ろ
携
来
れ
る
こ
、
一
ニ
の
書
物
に
依
り
て
、

多
少
彼
等
を
満
足
せ
し
む
る
こ
と
を
得
た
り
。
」

と
正
直
に
告
白
し
て
い
る
が
、

江
戸
で
も
長
崎
で
も
、
先
方
の
医
師
は
日
本
人
の
質
問
に
答

え
る
た
め
に
は
、
特
に
非
専
門
科
に
関
し
て
は
入
門
書
を
携
行
し
て
い
る
の
が
便
利
で
あ
り
、
そ
れ
が
日
本
側
の
趣
向
に
合
っ
て
、
譲
渡
も
し

く
は
舶
載
を
所
望
さ
れ
、
訳
書
も
出
て
、
い
よ
い
よ
需
要
を
多
か
ら
し
め
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ツ
ュ
ン
ベ
リ
l
の
後
、

シ

l
ボ
ル
ト
ま
で
の
聞
に
来
日
し
た
医
師
に
関
し
て
は
『
西
賓
対
暗
』
な
ど
で
片
貌
を
察
し
得
る
が
、
出
身
地
の
上

で
か
な
り
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
構
成
で
、

た
と
え
ば

ωε
宮
市
町
と
い
う
医
師
は
瑞
奥
人
で
ツ
ュ
ン
ペ
リ
I
の
弟
子
で
あ
り
、
師
の
仕
事
の
ア
フ

タ
l

・
ケ
ア
の
目
的
で
派
遣
さ
れ
た
こ
と
が
ツ
ュ
ン
ベ
リ
l
の
旅
行
記
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
医
師
が
携
行
も
し
く
は
言
及
し
た
と

こ
ろ
か
ら
わ
が
国
の
蘭
学
者
は
欧
洲
の
医
学
書
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。



百

寛
政
五
年
三
七
九
三
〉
に
来
日
、

翌
年
甲
比
丹
の
ヘ
ソ
ミ

l
に
従
っ
て
江
戸
参
府
を
し
た

〉
日
σ円
。
包
戸
回
目
伊
豆
百
四
国
内
E
Y
R仏
関
内

-r-

(
当
時
三
二
歳
〉

と
い
う
医
師
は
、

日
本
側
の
観
察
で
は
「
其
学
才
の
短
長
を
審
に
せ
ず
と
い
へ
ど
も
、
特
志
あ
る
人
と
見
ゆ
。
殊
に
物
産
を
好

む
よ
し
」
と
あ
り
、
ド
イ
ツ
語
の
パ
ッ
ス
と
い
う
人
の
細
帯
学
お
よ
び
プ
レ
ン
ク
の
眼
科
書
を
携
え
て
い
た
と
云
わ
れ
、
大
槻
玄
沢
と
種
痘
法

ト
ル
コ
式
人
痘
種
痘
を
長
崎
で
試
み
、
緒
方
春
朔
と
種
痘
法
に
つ
い
て
対
談
し
て
い
る
。
パ
ッ
ス
の
著
書
に

の
こ
と
を
談
じ
た
。
彼
は
ま
た
、

つ
い
て
は
士
口
雄
耕
牛
が
「
抜
斯
氏
糊
帯
書
」
と
し
て
言
及
し
て
お
り
、
新
宮
涼
庭
も
こ
の
本
を
知
っ
て
い
た
と
云
わ
れ
る
が
、

「
分
牒
列
幾
抜

斯
」
を
ド
イ
ツ
語
に
一
戻
す
と
、

ハ
ル
レ
の
外
科
医
出
巳
ロ
ロ
n
r
F印刷

(
H
S
o
l
H叶
E
〉
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
瑞
典
の

H
W
O
M
E
gロ

阿
川

OM巾
E
R
E
か
ら
一
七
二
九
年
九
月
六
日
付
で

河
島
内『
に
宛
て
た
書
簡
に
「
ベ
ル
リ
ン
の
医
学
校
の
諸
氏
な
ら
び
に
ハ
ル
レ
の
問
。
同
5
2
p

*
*
 

切
曲
目
印
両
氏
よ
り
は
得
る
所
最
も
多
く
御
座
候
」
と
言
及
さ
れ
て
お
り
、

別
の
と
き
に

m
g
E
は

切白
MM
を

「
外
科
と
解
剖
学
に
卓
越
」

と

( 19 ) 

称
讃
し
て
い
る
。

次
に
、
寛
政
九
年
(
一
七
九
七
〉
に
来
日
し
た

出
向『

5
8ロ
ピ
釘
宮
と
い
う
医
師
は
明
ら
か
に
ド
イ
ツ
人
で
、
寛
政
一

O
年
ヘ
ン
ミ
l

に
従

っ
て
、
ま
た
享
和
二
年
(
一
入

O
二
〉
ワ
ル
デ
ナ
l
ル
に
従
っ
て
江
戸
参
府
を
し
て
い
る
。
二
度
目
の
と
き
が
三
三
歳
で
あ
っ
た
と
云
わ
れ

る
。
吉
雄
如
淵
は
レ
ツ
ケ
か
ら
外
科
を
学
ん
だ
。

一
七
九
八
年
、

江
戸
で
桂
川
甫
周
、

大
槻
玄
沢
ら
が
彼
と
会
っ
た
と
き
、
出
向』回丹市『
u

門同
市

。。『丹
市
『
ら
の
内
科
書
の
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
と
杉
田
伯
元
の
手
控
に
記
さ
れ
て
い
る
。

レ
ツ
ケ
に
代
っ
て
一
八

O
五
年
に
は
』

S
F
E日
野
町
内
巳
宮
が
来
日
、

ヅ

1
フ
に
従
っ
て
一
八

O
六
年
、

一
八
一

O
年
お
よ
び
一
八
一
四

判ド

ド
イ
ツ
人
で
あ
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る
(
山
岸
光
宜
、
中
外
医
富
市
新
報
第
一
二
四
八
号
〉

J
h
g
M
お
ロ
ロ
母

S
F
n
E】
広
仏
内
切
開
ユ

5
2
z
g
w
E
a
図
。
同
B
B口

間

同

国

印

刷

帥

伊

国

w
-
K
M
O口
同
門
市

EH
俗
〈
内
円
台
ニ
ピ
】
町
立

gyoEF---
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年
の
三
回
に
わ
た
り
江
戸
参
府
を
し
た
が
、

一
八
一
四
年
(
文
化
一
一
年
〉
長
崎
で
病
死
し
た
。

一
八
一

O
年
に
江
戸
で
大
樹
玄
沢
等
に
会
つ

340 

た
と
き
、
出

2
丹
市
円
の
増
補
外
科
書
の
ほ
か
、
〈
担
ロ
∞
3
2
2
w
号

C
2
5吋
等
の
著
書
を
携
行
し
て
お
り
、

一
八
一
四
年
に
も
大
槻
玄
沢
、
宇

田
川
玄
真
等
と
面
会
し
た
際
、
プ
レ
ン
ク
の
外
科
書
〈
。
g
n
y
q
蘭
訳
〉

そ
の
他
を
携
行
し
て
い
た
と
云
わ
れ
る
。

多
芸
な
人
で
、

日
本
画
風

の
富
士
山
図
が
彼
の
作
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
司
巴
子
刊
に
学
ん
だ
。
〈
Oロ
H
H
2
5
2
は、

「
蘭
医
歎
乙
児
結
」
が
プ
レ
ン
ク
の
門
人
で
あ
っ
た
と
云
っ
て
い
る
。

HS
F
巾
の
死
後
、
欧
洲
の
戦
乱
で
蘭
船
が
来
な
か
っ
た
の
で
、
臨
時
に

涼
庭
が
蘭
館
で
の
診
療
を
許
さ
れ
た
が
、

一
八
一
六
年
(
文
化一

三
年
〉
長
崎
で
流
行
し
た
疫
病
を
神
経
熱
つ
ま
り

新
宮
涼
庭
は
長
崎
で
ま
ず
士
口
雄
如
淵
に
師
事
し
、

涼
庭
の
『
療
治
潰
言
』
に
出
て
く
る

後
に

切
丘
町
む
が
来
航
し、

腸
チ
フ
ス
で
あ
る
と
涼
庭
に
教
示
し
た
と
云
わ
れ
る
。

『
療
治
瑛
言
』
で
は
パ
テ
イ
を
「
布
欽
己
の
門
人
抜
的
乙
」
と
記
し
て
い
る
。

〈
Oロ
列
2
5
2
の
司
巴
宮
に
関
す
る
記
事
〈
一

O
一
一
良
〉
は
次
の
よ
う
な
短
い
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

出
向『
自
白
ロ
ロ
国
内}『

(O門司
Z
Z
J
M
W
宮
℃
己

O町
〈
Oロ
宮
内ロ
nr
(ミ
ω
∞
l
H∞O
叶〉
w

同ロ門凶回世の
0
5回
出
口
、
回
℃
ydaw-回
口
・
〉
目
。
ロ
向
。
『
同
弘
前
方
己
目
】
二
閉
め
田
口
曲
目
a

m
可

2
2
ω
『己ロ
mF
=
7
0
丹『白
E
F
R仏

O口
市
O『
吾
刊
宅。『
Z

O
『〈・

E
H

∞]Fω
・

noロ戸市切件。

Z田
市
川
伊
国
胆
玄
担
凶

ロ
E
n
y
開

g同

( 20 ) 

】M-2Mnr-口同
O
』担問】担ロ何回
目
己ロ円山
内『

同}戸
内
包己
何駒山
山内一ュ・
ωorzy
=

こ
の
出
処
と
し
て
富
士
川
博
士
の
独
文
著
書
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

主国
2
5
2ロ
国
内

-ru百戸門凶
2
片岡門町内円〉吋
N
f
ω
n
y巳
2

5
ロ

E
g岳

5
4〈
-
g
-
同
ロ
ロ
・
』
同
町
円
同
門凶
向円
切
E
E
'〉『白
〈
戸∞
戸印〉

E
B
 
ぞ、
"唱

E
n
v
zmw偶担
回
伊

rr

C
2
2
F
5
2
K
5
5
mて
O
E
ω
包
括
C
E
m
E
s
-
-
R
Z
Z
E
R
S
-
=

富
士
川
博
士
の
云
わ
れ
た

出
2
5
2口
出
向】
宮
と

い
う
医
師
は
別
人
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
パ
テ
イ
が
プ
レ
ン
ク
の
門
人
と
す
る
方
が
話
が
合
う
。
こ
れ
ら
の
臆
測
は
ど
ち
ら
も
怪
し
い

3
2
r刊
の
来
朝
は
文
化
二
年
(
一
八

O
五
〉
で
、

一
八
一
四
年
に
病
死
し
て
い
る
の
で
、

と
い
う
反
論
も
あ
る
が
、
当
時
全
欧
洲
で
そ
れ
ほ
ど
多
人
数
は
い
な
か
っ
た
医
学
部
の
教
授
の
も
と
を
、
学
科
毎
に
学
生
が
遍
歴
す
る
習
慣
で

あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
プ
レ
ン
ク
の
講
鐘
に
列
し
た
医
師
が
一
人
ぐ
ら
い
長
崎
に
来
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
無
理
な
推
量
と
は
云
え
な



*
 

い
。
少
な
く
と
も
、

シ
l
ボ
ル
ト
の
よ
う
な
大
も
の
の
蔭
に
隠
れ
て
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
研
究
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
の
時
期
の
蘭

館
医
が
直
接
、
間
接
の
別
は
わ
か
ら
ぬ
ま
で
も
プ
レ
ン
ク
の
影
響
を
か
な
り
強
く
受
け
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

V 

杉
田
玄
自
の
末
子
立
卿
(
予
、
錦
腸
)

も
プ
レ
ン
ク
の
ほ
ん
訳
を
い
く
つ
か
残
し
て
い
る
。
『
蕩
科
新
選
』
と
『
徽
搭
新
書
』
の
こ
と
は
既

ほ
か
に
眼
科
書
を
訳
し
た
『
眼
科
新
書
』
が
あ
る
。
こ
の
原
本

U
o
n
E
E
号

冨
O
『σ
Z
0
2一0
2
5
を
プ
レ
ン
グ
が
著
し
た

に
述
べ
た
が
、

の
は
一
七
七
七
年
、
彼
が

d
E
E
で
教
授
を
し
て
い
た
と
き
で
あ
る
。

宮
胆
伺
苫
ミ
・
穴
O
印
刷
和

著

E
Cロ伺伊江田
n
z
g
a
H
N
F
E
M
n
v
m
F
Fロロ向『

gmg=
に
は
本
書
が
日
本
語
に
ま
で
4

訳
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
次
の
記
載

が
あ
る
。

「
プ
レ
ソ
ク
が
目

E
E
で
教
授
を
し
て
い
た
時
期
に
彼
の
眼
科
書

さ
れ
た
。
こ
の
世
界
で
最
初
の
眼
科
学
の
択
O
B℃

g乱

E
S
の
日
本
語
版
ま
で
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
欧
洲
の
眼
科
学
が
極
東
に
ま

ロ
o
n
E
E
号

冨
O
円σ
-
M
O
g
-
o円ロ
B
が
著
さ
れ
、
欧
洲
各
国
語
に
訳

( 21 ) 

で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
」

本
書
和
訳
の
い
き
さ
つ
は
緒
方
富
雄
博
士
が
「
大
槻
玄
沢
の
激
憤
ー
そ
の
手
記
」
と
題
し
て
詳
し
く
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る

*
*
 

と
、
本
書
の
蘭
訳
本
(
冨

R
5
5
Pロ
ヨ
剛
戸
口
∞
吋
〉
を
最
初
宇
田
川
玄
真
(
榛
斉
)
が

『
泰
西
眼
科
全
書
』
と
題
し
て
訳
し
た
が
未
刊
の
ま

ま
で
あ
り
、

後
に
杉
田
立
卿
が
増
補
し
て
文
化
一
一

一
年
(
一
八
一
五
)
に
刊
行
し
、

は
じ
め

『
和
蘭
眼
科
新
書
』
と
題
し
た
が
、
後

『
眼

* 

地
理
的
に
も
オ
ラ
ン
ダ
に
隣
接
す
る
ネ
l
デ
ル
ラ
ン
ド
南
部
の
一
七
州
(
現
在
の
ベ
ル
ギ
ー
)
は
一
七
一
一
一
一
年
か
ら
一
七
八
九
年
ま
で
オ
ー
ス
ト

リ
ア
帝
国
領
で
あ
っ
た
。

下
述
の
『
新
訳
泰
西
眼
科
方
序
説
』
に
よ
る
と
、
こ
の
蘭
訳
本
は
関
巾
】
戸
内
『
が
携
行
し
た
の
を
大
槻
玄
沢
が
譲
渡
を
懇
望
し
、
桂
川
甫
周
の
尽
力

で
、
関
島
市
円
は
長
崎
に
帰
っ
て
か
ら
通
詞
を
通
じ
て
甫
周
に
贈
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
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新
書
』
に
改
め
ら
れ
た
と
云
わ
れ
る
。
緒
方
博
士
は
故
鮫
島
近
二
博
士
旧
蔵
の
『
泰
西
眼
科
全
書
』
の
巻
頭
に
あ
る
大
概
玄
沢
の
「
新
訳
泰
西

342 

眼
科
方
序
説
」
と
「
余
録
」
と
を
資
料
と
し
て
本
書
和
訳
の
経
過
を
説
明
さ
れ
た
。
緒
方
博
士
の
現
代
語
訳
で
は
「
序
説
」
の
書
き
出
し
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

「
こ
の
書
は
遠
西
の
ト
セ
フ
の
ヤ
コ
プ
・
プ
レ
ン
キ
著
眼
科
治
術
の
書
で
あ
る
。
プ
レ
ン
キ
は
テ
ル
ナ
ウ
帝
王
の
設
立
し
た
大
学
校
の
内
、

外
科
医
兼
解
剖
お
よ
び
産
科
、
小
児
科
の
教
授
で
あ
る
。
」
す
な
わ
ち
、

プ
レ
ン
ク
の
名
ヨ
セ
フ
が
「
ト
セ
フ
」
と
な
っ
て
地
名
と
誤
ま
ら

れ
、
地
名
目

E
E
が
「
テ
ル
ナ
ウ
帝
王
」
と
皇
帝
の
人
名
も
し
く
は
国
名
と
誤
ま
ら
れ
た
ら
し
い
ほ
か
は
大
体
正
し
く
著
者
を
紹
介
し
た
と

い
え
る
。

プ
レ
ン
ク
の
著
書
の
う
ち
、

テ
イ
ル
ナ
ウ
時
代
に
著
さ
れ
た
こ
と
が
宮
高
百
円
マ
閃
O
M
g
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
わ
か
る
の
は
皮
ふ
科
と
眼
科

『
眼
科
全
書
』
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
大
学
教
授
の
著
書
の
最
初
の
和
訳
で
あ
る
と
い
え
る
。

も
っ
と
も
目

5
2
(
ス
ロ
パ
キ
ア

で
あ
る
か
ら
、

語
で
は
吋
5
2る
は
今
日
で
は
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
領
に
な
っ
て
お
り
、

一
九
六
九
年
に
医
学
部
創
立
二

O
O年
記
念
行
事
が
行
わ
れ
た
。

( 22 ) 

ゼ
ン
メ
ル
ワ
イ
ス
医
学
史
博
物
館
の
〉
-
E
Z身
博
士
の
好
意
に
よ
り
、
こ
の
二

O
O年
祭
の
前
に

p
g
g
a
'
F巳
Z
S仰
の
回
・
閃
-

m-3伊
と
い
う
人
が
書
い
た

E
U
W
」
省
自
一
日
n
Z
〉
5
官
宮
内
庁
間
芝
由
美
2
5
2
ι
-
m
o
E
E
O
}
o
m
w
gロ』・』
-
E
g
n
F
P
o『

gMO『
自
門
田
町
『

吋可
B
2
2
2
a
R
Z
U
n
y
g
周
回

r
z
r
R・
と
い
う
論
文
の
別
刷
を
私
は
入
手
し
た
。

こ
の
人
は
プ
ラ
1
ハ
の
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
科
学
ア
カ
デ

ミ
ー
の

』
O
N同
町

吋
M
W
回
目

u
F
-
∞-ロ同》聞広

両
氏
が
同
ア
カ
デ
ミ
ー
の
中
国
語
講
師
宅

g閃
-
P
Y
E・g-ロ
氏
の
協
力
を
得
て
チ
ェ
コ
語
に
訳
し
た

『
眼
科
新
書
』
の
序
文
を
さ
ら
に
ド
イ
ツ
語
に
直
し
て
掲
げ
て
い
る
。
写
真
版
と
し
て
こ
の
論
文
に
掲
げ
ら
れ
た
京
都
大
学
図
書
館
副
館
長
か

ら
プ
ラ
テ
ィ
ス
ラ
ヴ
ァ
大
学
図
書
館
宛
の
返
書
に
よ
る
と
、

『
眼
科
新
書
』
の
タ
イ
ト
ル
ベ

1
ジ
と
序
文
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
一
九
六
三

年
三
月
一
三
日
付
の
依
頼
に
対
し
て
同
年
五
月
一
一
一
一
日
付
で
贈
呈
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

た
だ
、
日
本
側
の
協
力
な
し
に
行
わ
れ
た
こ
の
序
文
の
訳
に
は
(
論
文
の
他
の
部
分
に
も
)
か
な
り
ひ
ど
い
ま
ち
・
か
い
が
目
立
つ
。

① 

本
書
は
一
八
一
五
年
京
都
で
編
纂
さ
れ
た

(ai---EVYBH∞
広
宮
沢
吉

g
z
s
g伺
命
令
宮
口
当
C
丘
町
〉
と
あ
る
が
、

「
浪
筆
書
建
群



玉
堂
蔵
版
」
と
い
う
以
上
、
印
刷
は
大
阪
で
あ
り
、
訳
者
は
江
戸
に
い
た
の
で
、
京
都
と
は
関
係
な
い
。

②
序
文
の
「
余
績
家
翁
之
緒
務
惰
其
学
」
の
「
其
学
」
と
「
凡
和
蘭
之
書

有
益
干
治
術
者
」
の
「
治
術
」
を
す
べ
て
限
科
(
〉
兵
g
r
a
-
-

r
E
M
含
)
に
限
局
し
て
訳
し
て
い
る
。

玄
白
は
末
子
立
卿
を
し
て
眼
科
を
以
て
別
に
一
家
を
立
て
さ
せ
た
位
で
、

玄
白
お
よ
び
序
文
の
著
者
伯

元
が
眼
科
専
門
医
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
誤
解
も
甚
だ
し
い
。

③ 

「
家
翁
毎
歎
日
」
の
あ
と
玄
自
の
言
葉
を

E
ぜ
〈

g
ロ
g
g
ぴ
】
F
E
E
-
Z
門
凶
白
田
門
凶
白
岡
市
町
与
国
国
丹
市
白
ロ
ω
z
n
r
・
=

だ
け
で
終
ら
せ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
「
宣
可
無
良
術
乎
」
か
、
も
っ
と
後
の
「
則
吾
願
足
会
」
ま
で
続
い
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
漢
文
で
引
用
の

終
が
わ
か
り
に
く
い
の
は
致
し
方
な
い
と
し
て
も
、
主
語
が
「
余
」
す
な
わ
ち
伯
元
に
な
る
の
は
「
一
日
余
過
大
槻
磐
水
」
か
ら
で
、
そ
れ
ま

で
は
玄
白
あ
る
い
は
伯
元
の
感
慨
が
続
い
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

④
「
蓋
蘭
人
之
格
物
究
理
、
其
専
門
必
当
有
能
尽
其
精
微
者
」
を

宮同門
m
F
Z
u
s
c
a
R
5
3
5
5
Hり

R
v
a
s
y
o
y
m
∞
E
『
町
内
H
B
w
v
g
-
=
と
教
訓
的
に
訳
し
た
の
は
全
く
以
て
苦
し
ま
ぎ
れ
の
誤
訳
と
い
う
他

白除名
g
口
内
田
伺
『
〉
吋
N
丹
お
い
ロ
∞
E
門
出
口
S
B
x
q
c
田
三
内
円
。
ユ
百
円
由
民
n
y
r
m
w

な
い
。
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⑤ 

大
槻
磐
水
の
名
は
。
E
E
F
ロ
E
U
と
な
っ
て
お
り
、

チ
ェ
コ
語
の
読
み
方
は
わ
か
ら
ぬ
と
し
て
も
、

お
世
辞
に
も
正
し
い
と
は
云

え
な
い
。

@ 

「
向
字
篠
斉
訳
之
」
が
E

穴
g
p
z
ロ
在
宅
門
】
】
]
丹
市
2
5
3
3
8
・
=

と
訳
さ
れ
て
い
る
。

「
向
」
は
「
さ
き
ご
ろ
」
で
あ
り
「
宇
」

は
字
国
川
姓
を
中
国
風
に
一
字
に
縮
め
た
の
で
あ
る
の
に
、

⑦
 

「
向
字
」
二
字
を
榛
斉
の
姓
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

訳
者
は
序
文
ま
で
し
か
見
て
い
な
い
の
に
、
本
書
を
漢
文
(
n
v
g
E
M
n
Z
C
σ
内
『
可
白
伺
巴
ロ
四
)
と
き
め
て
か
か
っ
て
い
る
。

そ
の
反
面
、
こ
の
論
文
か
ら
は
テ
イ
ル
ナ
ウ
大
学
が
二
ハ
三
五
年
伊
良
2間
O
B
(
ド
イ
ツ
語
で
は
の
g
る
の
大
僧
正
思
斥
『
E
N
B宮
司
枢
機

卿
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
と
い
う
沿
革
や
プ
レ
ン
グ
の
経
歴
に
つ
い
て
は
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
』
・
同
・
2
8
n
r

は
維
納
の
生
ま
れ
で
、
バ

l
ゼ
ル
で
医
学
を
教
え
た
後
テ
イ
ル
ナ
ウ
に
招
か
れ
、

一
七
七
七
年
大
学
の
移
転
に
よ
っ
て
プ
ダ
に
移
り
、
外
科
と
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産
科
の
教
授
を
勤
め
、

の
で
あ
る
。

再
び
維
納
に
帰
っ
て
』
8
4
E
ロ
ロ
ヨ
の
教
授
、

後
に
は
陸
軍
薬
剤
総
監
ま
た
。
Z
R
E
E
円
聞
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
い
う

344 

H 

Z
N
W
問
主
ミ
・
閃
O
回
印
刷
の
著
書
に
は
も
う
一
ケ
所
日
本
に
関
連
の
あ
る
記
事
が
出
て
く
る
。

そ
れ
は
ま
円
F
N
E
3
F
著
z
E
H
の
o
召
O
E
-
-
の

中
で
痘
猪
患
者
に
赤
い
敷
布
を
か
け
、
常
に
赤
色
が
自
に
つ
く
よ
う
に
す
れ
ば
痘
療
の
消
退
が
よ
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
に
関
し
て
で
あ

る。
同
じ
風
習
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
も
あ
っ
た
と
見
え
、

ZF}印刷NO
日
吉
ぐ
g
m
O師
向

5
5
5
著
の
小
児
科
書
に
は
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
か
ら
ス
ト
y

ク
ホ
ル
ム
に
来
た
一
婦
人
の
伝
え
た
民
間
療
法
と
し
て
、
痘
癒
患
者
に
白
い
肌
着
の
か
わ
り
に
狸
々
緋
色
の
布
を
着
せ
、
そ
れ
で
顔
も
掩
う
と

こ
の
箇
所
(
一

O
四
頁
)
の
脚
注
に
宮
高
苫
ミ
'
開
。
印
刷
加
は
∞
官
g
凹
己
の
薬
学
史
(
一
巻
二
六
二
頁
)
を
引
用
し
て
、
こ
の
療
法
が
昔
の
日
本

( 24 ) 

い
う
風
習
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

で
も
行
な
わ
れ
て
い
た
と
述
べ
、
=
Z
E
-
-
2
σ
g
F
ロ
O
〈
C
B
一
|
田
恒
常
在
四
回
号
巳
・
=
と
伝
道
の
書
一
一
九
を
引
用
し
て
脚
注
を
結
ん
で
い
る
。

」
の
∞
℃
円
四
口
町
内
-
t主

同
内
日
門
司
o
-
て
冨
召
』
O担
n
y
F
B
印
刷
】
円
巾
口
四
四
戸
(
口
町
田
|
】
∞
ωω
〉
の
こ
と
で
、

主
著
は
こ
こ
に
あ
げ
た
=
〈
内
a
c
n
F
内
宮
内
『
匂
E
-

問
自
己
U
n
y
s
c
a
n
y
H
n
宮
内
向
凶
巾
円
〉
『
N
Z
F
Z
ロ
色
町
=
五
巻
(
H斗
由

N
l
H
∞
。
N
〉
で
あ
り
、

ほ
か
に
ツ
ュ
ン
ベ
リ
l

の
旅
行
紀
の
抄
訳
(
一
七
九
二
)
も

試
み
て
い
る
。

シ

I
ボ
ル
ト
が
字
国
川
棺
庵
に
贈
っ
た
=
〉
ロ
E
E
ロ
m
N
日
開
g
p
E
回
色
町
円
。

2一位

n
Z
ぺ
二
ニ
巻
(
出
回
-
r
w
H
∞
ミ
1
H
∞
H
∞
〉
も
彼

の
著
書
で
、
椿
庵
は
本
蓄
を
参
考
書
の
一

つ
と
し
て
『
植
学
啓
原
』
を
著
し
た
と
云
わ
れ
る
。

m
g
h
ロ
〈
g
m
O
M
g
M
5
5
は
リ
ン
ネ
と
同
時
代
に
ウ
プ
サ
ラ
大
学
の
教
授
で
あ
り
、

ま
た
、

或
る
意
味
で
は
リ
ン
ネ
の
ラ
イ
バ
ル
で
も
あ

っ
た
。
彼
の
小
児
科
書
は
各
国
語
に
訳
さ
れ
、
わ
が
国
で
は
蘭
訳
本
か
ら
字
国
川
玄
箕
が
『
小
児
諸
病
護
法
治
法
全
書
(
緩
仙
治
児
全
書
〉
』
と

題
し
て
訳
し
た
が
出
版
に
至
ら
な
か
っ
た
。

ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
一
七
九
四
年
に

r
5
5
-
ロo
g
σ
て
に
よ
っ
て
ハ

γ
ガ
リ
1
語
に
訳
さ
れ
て
い



る。

四

ゼ
ン
メ
ル
ワ
イ
ス
博
物
館
で
聞
か
さ
れ
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
生
ん
だ
一
学
者
の
話
を
以
て
こ
の
発
表
を
終
り
た
い
。
そ
れ
は
凶
作
Z
ω
は円
V
3
1

伯
爵
で
あ
る
。
伯
は
一
八
七
七
年
か
ら
一
八
八

O
年
に
か
け
て
イ
ン
ド
、

日
本
、
中
園
、

チ
ベ
ッ
ト
及
び
ピ
ル
マ
を
旅
行
し
、
そ
の
研
究
業
績

は
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
で
一
八
九

O
年
か
ら
一
八
九
七
年
に
か
け
て
公
表
さ
れ
、
ド
イ
ツ
語
訳
が
維
納
で
出
版
さ
れ
た
。
伯
の
旅
行
記
は
、
旅
行
に

臨
行
し
た
の

g
a
g口
開
『
冊
目

g
q
中
佐
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
語
版
が
維
納
で
一
八
八
一
年
に
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
語
版
が
ブ
ダ
ベ
ス
ト
で
一
八
八

年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

業
績
集
二
巻
の
三
八

0
1四
二
九
頁
に
は
ヘ
ボ
ン

C
・
。
・
凶
作

Z
z
g〉

の
辞
書
第
三
版
か
ら
の
抜
す
い

が
あ
り
、
ま
た
、
伯
が
蝦
夷
地
か
ら
持
ち
帰
っ
た
ア
イ
ヌ
の
頭
蓋
と
ド
レ
ス
デ
ン
博
物
館
に
あ
っ
た
樺
太
の
ア
イ
ヌ
の
頭
蓋
と
の
比
較
研
究
が

後
に
プ
ダ
ベ
ス
ト
人
類
学
博
物
館
長
〉
日
巳

gロ
叶
含
島
教
授
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
東
洋
に
対
す
る
学
術
調
査
旅

( 25 ) 

の行
ω を
且始
EL め
g て
可行
~己*
玄定示 'コ

はた
同ハ
イ白 ン
霞ガ

家 リ
ヵ~ 1 
私人
財と
をし
持て

[.伯
ての
架名
v+ 1ま
た記
も憶
の e

でる

-e. "" 

るき
加で
」ー

とあ
も Q
聞 w

か
さ
れ
た

プ
ダ
ベ
ス
ト
市
内
で

U
ロ
ロ
伊
河
に
か
か
る
美
し
い
吊
橋
形

∞N
b
n
Zミ
一
家
か
ら
は
革
命
戦
争
時
代
の
穏
健
派
政
治
家
で
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
近
代
化
に
力
を
つ
く
し
た
宮
孟
ロ

ωは
n
y
g三
伯
爵
が
出
て

い
る
。
こ
の
人
は
ゼ
ン
メ
ル
ワ
イ
ス
博
士
と
同
様
維
納
の
精
神
病
院
で
晩
年
を
過
し
、
し
か
も
最
後
は
自
ら
命
を
絶
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
運

命
は
、
高
名
の
地
理
学
者
で
、
第
二
次
大
戦
に
中
立
を
貫
こ
う
と
し
て
果
さ
ず
、
ド
イ
ツ
軍
進
、
駐
の
前
夜
自
殺
し
た
首
相
、
テ
レ
キ
伯
の
末
路

を
連
想
さ
せ
る
。

思
え
ば
、

は
じ
め
オ
ラ
ン
ダ
、

の
ち
独
撲
か
ら
西
欧
科
学
を
学
ん
で
近
代
化
の
道
を
進
ん
だ
日
本
の
歩
み
を
、
欧
洲
の
中
原
に
あ
っ
て
極
端

* 
回

N払
円

y
g
d、H
E
R
E仏
ま
た
は
単
に

-
g
n
F
五
と
呼
ば
れ
る
。
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SEMMEL WEIS and PLENCK 

From the History of Medicine in Hungary 

by 

Junichi YASUDA， M. D. 

1) Mention was made to the author' s own visits to Budapest in 1923 and 1975， including his experience at the 

Semmelweis Museum of History of Medicine there. Severe criticism of Semmelweis' work by Professor von Siebold of 

G邑ttingen，a cousin to the fomous ] apanologist， Philipp Franz， was briefly mentioned. 

2) Many doctors of the New Viennese School， famous to us ]apanese， such as Hyrtl， Kaposi， Pollitzer and Schnitzler， 

were Hungarians by birth. 

3) Through the calling of van Swieten from Leiden to Vienna， medical science in the Austro・HungarianEmpire became 

an outgrowth of the Dutch heritage， which was also introduced to 18th century]apan. Among the professors at the (Hun-

garian) medical Faculty in Tirnau at the time of its foundation， there was ].]. von Plenck whose compendia became so 

popular in ]apan through Dutch editions and ]apanese translations there仕om. It must be emphasized that European 

doctors stationed at the Dutch factory in Nagasaki in the late 18th century must have been under the strong (possibly， even 

personal) influence of Plenck. From the books they brought or mentioned， ]apanese physicians might have obtained an 

“image" of medical literature in Europe. 

The author of a German book on bandaging brought by a Dr. Keller along with Plenck' s work on ophthalmology 

(vide infra) and frequently mentioned by]apanese physicians must be Heinrich Bass of Halle， although the original work 

itself CQuld not be identi自edas yet. 
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4) The German translation of the introduction to the Japanese edition of Plenck' s“Doctrina de Morbis Oculorum" 

published by Rippa (1969) was reviewed， some errors in translation being pointed out. 

15) In Hungary tt町 ewas a custom of covering smallpox patients with red garments as given in Pariz Papai's“Pax 

Corporis". The same custom was also prevalent in old-um巴 Japan，as was menuoned by Spre時 el.

6) A brief account was made of Count Bela Szechenyi' s scientific expedition to the Far East. 
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日
本
医
史
学
雑
紘
第
二
十
三
巻

第
三
号
、
昭
和
五
十
二
年
七
月

昭
和
五
十
二
年
二
月
七
日
受
付

御
雇
教
師
ウ
イ
ル
~ 

ノレ

ム

-
デ

l

、y

、ソ

関

d恒

雄

1 

明
治
初
期
東
京
医
学
校
御
雇
教
師
と
し
て
来
日
し
一
一
一
年
余
も
滞
在
し
て
教
育
研
究
診
療
に
従
事
し
た

p
-azny
関
白『
ニ
さ
『
戸市
E
U8
5
( 29 ) 

に
つ
い
て
は
、
同
時
代
の
ミ
ユ
ル
レ
ル
、
ホ
フ
マ
ン
あ
る
い
は
ベ
ル
ツ
に
比
し
よ
く
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
断
片
的
な
伝
記
紹
介
が
あ
る
に
す
ぎ

な
い
。
そ
れ
は
滞
日
の
後
半
が
佐
賀
と
い
う
一
地
方
に
埋
れ
て
お
っ
た
た
め
も
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
の
事
績
を
追
っ
て
み
る
と
も
っ
と
注
目

さ
れ
て
よ
い
足
跡
を
残
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
東
京
医
学
校
初
の
プ
ロ
フ
エ
ツ
ソ
ル
解
制
学
専
門
家
と
し
て
、
本
邦
近
代
裁
判
医
学

お
よ
び
衛
生
警
察
学
の
創
始
者
と
し
て
、
衛
生
学
者
臨
床
家
、

か
た
わ
ら
幅
広
い
博
物
学
者
と
し
て
、
秀
れ
た
学
者
実
践
家
で
あ
っ
た
。

以
下
、
諸
氏
の
著
述
、
資
料
を
整
理
し
な
が
ら
二
三
補
っ
て
み
た
い
。

2 

J

ア
l

ニ
ッ
ツ
(
ド
l

ニ
ッ
チ
、
デ
ニ

l
ッ
、
デ
ニ
ッ
ツ
、
デ
ニ
ツ
、
デ
l

ニツ
、
デ
1
ニ
ッ
チ
、
デ
l

ニ
ッ
夕
、
ヂ
ヨ
l

ニ
ッ
チ
、
ド
ヨ

I
ニ
ッ
ツ
、
ド
ニ

ッ
、
電
氏
、
泥
氏
〉
は
一
八
三
八
年
六
月
二
七
日
プ

ロ
イ
セ
ン
国
ベ
ル
リ
ン
府
に
生
れ
た
。

幼
時
よ
り
博
物
学
に
興
味
と
天
才
を
有

し

た

349 



が
け
っ
き
ょ
く
医
学
の
道
を
選
ん
だ
。

350 

一
八
六
三
年
ド
ク
ト
ル
試
聞
を
終
え
翌
年
開
業
医
の
免
許
を
得
て
ベ
ル
リ
ン
大
学
解
剖
学
教
授

剛内
・∞

-manH岡
市
『
円

の
門
に
入
っ
た
。

一
八
六
五
年
「
解
剖
局
助
教
ノ
職
ニ
任
セ
ラ
レ
解
剖
畢
講
義
ヲ
矯
ス
ノ
機
曾
ヲ
有
シ
傍
ラ
私
宅
開
業
ヲ
箆

シ
以
テ
費
地
治
療
ノ
業
ニ
従
事
シ
タ
リ
余
ハ
嚢
エ
疾
病
ニ
擢
リ
シ
ノ
故
ヲ
以
テ
軍
人
タ
ル
ニ
諮
ス
ル
ヲ
得
サ
リ
シ
ト
難
モ
悌
園
ト
ノ
開
鞍
ニ
際

シ
義
兵
志
願
シ
テ
其
箪
ニ
入
リ
五
十
ノ
病
床
ヲ
容
レ
タ
ル
二
所
ノ
病
舎
ノ
瞥
務
-
一
従
事
シ
凱
旋
ノ
後
ニ
於
テ
猫
逸
園
皇
帝
陛
下
ヨ
リ
「
グ
ロ
l

フ
ヒ

l
ル
テ
ル
、
ク
ラ
ツ
セ
」
ノ
勲
章
ヲ
賜
ハ
リ
且
ツ
「
ウ
エ
ル
ツ
テ
ン
ベ
ル
ヒ
」
国
王
陛
下
ヨ
リ
「
オ
ル
ガ
、
オ
ル
デ

(1
)
 

ン
」
ノ
勲
章
ヲ
賜
ハ
リ
タ
リ
」
と
後
年
語
っ
て
い
る
。

(
2〉

一
八
七
二
年
三
八
七
三
年
と
も
あ
る
〉
プ
ロ
フ
エ
ツ
ソ
ル
の
称
号
を
得
た
。

ネ
ン
、
オ
ル
テ
ン
、

ウ
イ
ル
ヒ
ョ
ウ
の
許
に
も
居
っ
た
と
い
う
。

一
八
七
二
年
特
命
全
権
大
使
岩
倉
具
視
に
随
行
し
滞
欧
中
の
田
中
不
二
麿
文
部
理
事
官
と
結
約
蓄
を
交
し
、
一
八
七
三
年
(
明
治
六
年
)
七

月
九
日
来
日
し
た
。
ベ
ル
リ
ン
で
デ
l

ニ
ッ
ツ
に
も
師
事
し
、
帰
国
す
る
荻
原
三
圭
と
同
便
で
あ
っ
た
。
月
給
三
百
弗
、
期
限
は
三
カ
年
で
吏

新
可
と
し
て
い
る
。

( 30 ) 

こ
の
人
事
は
明
治
五
年
東
校
が
第
一
大
学
区
医
学
校
と
改
称
拡
充
さ
れ
る
際
、
教
師
陣
コ
ツ
ヒ
ウ
ス
、

ヒ
ル
ゲ
ン
ド
ル
フ
、
フ
ソ
ク
に
続
く

第
二
陣
と
し
て
の
も
の
で
あ
り
、
初
の
プ
ロ
フ
エ
ツ
ソ
ル
の
来
日
と
し
て
期
待
さ
れ
た
。
当
時
の
新
聞
は
「
本
月
十
日
濁
逸
園
ベ
ル
リ
ン
府
大

撃
校
ノ
教
頭
ド
ク
ト
ル
、
デ
ニ
l
ツ
氏
来
朝
セ
リ
此
人
彼
地
大
関
学
校
一
一
在
リ
テ
久
シ
ク
教
育
ヲ
司
リ
殊
ニ
解
剖
察
組
織
堅
ニ
抜
群
ナ
リ
ト
ベ
ル

リ
ン
府
大
撃
校
ニ
ハ
醤
墜
教
頭
雄
カ
ニ

十
四
名
ナ
ル
ニ
今
般
帝
園
日
本
政
府
ノ
求
メ

ニ
臆
シ
彼
大
墜
校
一
一
テ
至
要
ナ
ル
教
頭
ヲ
送
レ
リ
ト
」

(
東
京
日
日
、
明
六

・
七
・
一
回
)
と
奮
い
て
い
る
。
本
郷
本
富
士
町
二
番
地
旧
富
山
邸
(
医
学
校
官
舎
〉
に
居
を
か
ま
与
え
た
。

3 

こ
の
期
待
に
違
わ
ず
彼
は
そ
れ
ま
で
解
剖
学
を
兼
担
し
て
い
た
ミ
ユ
ル
レ
ル
ら
に
代
り
、
田
口
和
美
ら
を
助
手
に
し
て
系
統
解
剖
学
、
組
織

学
、
胎
生
学
を
講
義
、
実
習
し
た
。
こ
の
時
の
議
本
が
の
ち
田
口
和
美
編
輯
蔵
版
『
解
剖
撹
要
』

(
明
治
一

O
年
〉
の
基
と
な
っ
た
。

ま
た
彼



との
い収
うす集
。)寄

贈

よ
り
標
本

器
械
、

図
書
が
整
備
さ
れ
、

制
検
体
も
刑
死
体
の
ほ
か
養
育
院
の
病
死
体
を
得
て
豊
富
(
時
に
過
剰
〉
で
あ
っ
た

彼
は
病
理
学
に
も
関
心
を
も
ち
、
わ
が
国
の
病
理
解
剖
第
一
号
と
し
て
明
治
六
年
一
一
月
ホ
フ
マ
ン
と
と
も
に
患
者
近
藤
徳
次
郎
(
二
六
歳

8
脚
気
兼
間
歎
熱
〉
を
、
ま
た
特
志
病
理
解
剖
第
一
号
と
し
て
同
八
年
二
月
患
者
郷
い
ね
さ
一
八
歳
g
心
肥
大
〉
を
解
剖
し
て
い
る
。

明
治
六
年
一
二
月
、
彼
は
来
日
の
際
の
結
約
「
解
剖
畢
組
織
撃
」
の
ほ
か
病
理
解
剖
学
、
活
物
学
(
生
理
学
)
、
皮
膚
病
診
断
等
の
兼
担
要
請

ホ
フ
マ
ン
の
口
添
も
得
て
月
百
円
増
給
の
懇
願
を
し
て
い
る
。
(
彼
は
病
理
学
生
理
学
は
兼
担
し
た
が
、
皮

を
主
な
理
由
に
ミ
ユ
ル
レ
ル
、

病
診
断

に
つ
い
て
は
確
か
な
記
録
が
見
出
せ
な
か
っ
た
。
〉
結
約
書
を
楯
に
と
ら
れ
交
渉
は
難
渋
し
た
が
、

明
治
七
年
七
月
け
っ
き
ょ
く
学
力
優
等
勤
務
励

精
を
理
由
に
認
め
ら
れ
た
。
実
情
は
学
課
増
に
伴
う
人
件
費
の
兼
務
に
よ
る
節
約
ま
た
人
選
難
も
与
し
て
い
た
。
デ
l
ニ
ッ
ツ
の
み
が
認
め
ら

れ
た
の
に
コ
ツ
ヒ
ウ
ス
、

ヒ
ル
ゲ
ン
ド
ル
フ
ら
は
憤
慨
し
、
同
じ
く
増
給
を
要
求
し
て
い
る
。
た
だ
し
両
人
の
場
合
な
か
な
か
認
め
ら
れ
ず
、

辞
職
ま
で
灰
か
し
て
よ
う
や
く
明
治
八
年
四
月
よ
り
百
円
の
増
給
を
獲
得
し
て
い
る
。
(
因
に
件
の
ミ
ユ
ル
レ
ル
、
ホ
フ
マ
ン
も
こ
れ
に
先
立
ち
月
二

( 31 ) 

O
円
で
は
あ
る
が
増
給
さ
れ
て
お
り
、
大
変
興
味
深
い
。
)
し
か
し
こ
の
際
同
僚
聞
に
何
か
確
執
が
あ
っ
た
ら
し
く
、

け
っ
き
ょ
く
彼
は
三
年
の
期

限
が
切
れ
る
や
あ
っ
さ
り
と
転
職
し
て
い
る
。

ま
た
一
方
、
同
僚
の
予
科
教
師
フ
ン
グ
(
ド
イ
ツ
語
、
ラ
テ
ン
語
〉
が
明
治
七
年
予
科
一
級
生
よ
り
授
業
態
度
を
理
由
に
ボ
イ
コ
ッ
ト
(
?
)

(
5〉

さ
れ
た
騒
ぎ
の
際
に
は
ミ
ユ
ル
レ
ル
、
デ

l
ニ
y

ツ
は
じ
め
ド
イ
ツ
人
教
師
連
盟
で
抗
議
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
出
来
事
は
異
郷
に
あ
っ
て
の
同

国
人
同
志
の
心
状
吐
露
が
う
か
が
わ
れ
面
白
い
。

4 

暑
中
休
業
を
利
用
し
て
彼
は
各
地
に
避
暑
を
兼
ね
採
集
旅
行
を
試
み
て
い
る
ゲ

れ
旅
行
免
状
を
要
し
た
の
で
、
幸
い
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
〉
明
治
六
年
八
月
ホ
フ
マ
ン
と
と
も
に
相
州
小
田
原
、
箱
根
七
湯
、
富
士
山
裾
野
へ
、
同

(
周
知
の
よ
う
に
当
時
外
国
人
の
旅
行
は
治
安
上
許
可
制
が
と
ら
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七
年
に
は
「
宇
都
宮
県
下
日
光
山
並
是
寄
十
里
以
内
」
へ
「
動
物
骨
格
ヲ
製
造
シ
テ
比
較
解
剖
ヲ
講
説
ス
ル
」
た
め
、
同
八
年
に
は
「
甲
州
街

352 

道
ヨ
リ
黒
駒
ニ
至
リ
同
庭
ヨ
リ
吉
田
越
エ
富
士
山
ニ
登
昇
シ
夫
ヨ
リ
砂
走
箱
根
ヲ
越
ヱ
小
田
原
一
一
至
リ
夫
ヨ
リ
小
舟
ニ
テ
熱
海
及
江
ノ
島
」
へ

「
比
較
解
剖
学
ノ
教
授
-
一
関
ス
ル
要
用
ノ
博
物
ヲ
栗
採
」
の
た
め
、
同
九
年
ハ
上
野
『
日
本
博
物
学
喜
一
九
七
三
)
に
は
奥
日
光
湯
元
お
よ
び

一
房
一
総
半
島
鹿
野
山
に
植
物
採
集
を
試
み
て
い
る
。

5 

明
治
七
年
、
警
視
庁
は
江
戸
時
代
よ
り
続
い
た
『
無
寛
録
述
』
依
存
の
検
屍
法
を
改
め
「
司
法
官
或
ハ
警
官
ガ
自
ラ
検
屍
ソ
ノ
他
醤
事
-
一
関

ス
ル
コ
ト
ヲ
判
断
ス
ル
ハ
不
可
ナ
リ
」
と
す
る
川
路
利
良
大
警
視
の
意
見
に
基
き
(
高
田
『
法
医
学
』
一
九
二
一
〉
、
裁
判
医
学
の
素
養
あ
る
医
師

を
養
成
す
る
た
め
デ
l
ニ
ッ
ツ
を
同
八
年
九
月
一
七
日
よ
り
六
カ
月
間
兼
傭
し
、

浅
草
猿
屋
町
の
警
視
第
五
病
院
に
裁
判
医
学
校
(
校
長
前
回

彼
に
医
学
校
余
暇
に
毎
日
二
時
間
「
裁
判
上
ノ
診
断
並
保
詮
ノ
露
裁
判
所
立
曾
ヲ
任
〕
せ
た
。

( 32 ) 

元
温
)
を
併
設
し
響
視
局
の
関
係
者
を
集
め
、

月
給
一
七

O
円
で
あ
っ
た
。

こ
れ
が
わ
が
国
近
代
法
医
学
教
育
の
鴨
失
で
あ
る
。

(
し
か
し
こ
の
学
校
は
明
治
一
一
年
四
月
に
阜
く
も
廃
校
と
な
っ

た
υ〉こ

の
頃
の
仕
事
に
、
明
治
八
年
一
二
月
府
下
荒
井
宿
村
で
巡
査
が
米
国
人
の
た
め
に
受
け
た
霞
弾
丸
射
傷
を
鑑
定
し
て
い
る
。
幸
い
軽
症
で

あ
っ
た
が
、
証
人
と
し
て
わ
ざ
わ
ざ
横
浜
の
米
国
領
事
館
へ
呼
出
さ
れ
て
い
る
。

明
治
九
年
一
月
に
は
同
僚
の
内
科
教
授
ウ
エ
ル
ニ
ヒ
が
馬
車
で
通
行
中
、
越
後
屋
弥
兵
衛
雇
人
高
木
忠
次
郎
に
衝
突
し
負
傷
さ
せ
た
た
め
、

被
害
者
は
医
員
の
診
断
書
を
楯
に
全
治
五
日
間
の
賠
償
を
請
求
し
て
き
た
。
そ
こ
で
デ
l
-
一
ッ
ツ
が
鑑
定
し
「
ソ
ノ
体
傷
ハ
、
各
箇
ノ
傷
度
並

ニ
全
度
共
ニ
軽
易
ナ
リ
」
と
診
断
し
て
い
る
ド

当
時
は
日
本
人
と
外
国
人
聞
に
流
血
事
件
が
相
つ
ぎ
、
成
行
き
で
は
外
交
問
題
に
ま
で
波
及
し
た
り
ま
た
逆
に
下
回
条
約
を
楯
に
治
外
法
権

を
主
張
さ
れ
た
り
す
る
の
で
、
鑑
定
に
権
威
あ
ら
し
め
る
べ
く
デ
1
ニ
ッ
ツ
の
責
任
は
重
大
で
あ
っ
た
。
と
く
に
外
国
人
の
猟
銃
事
故
取
締
は



ゃ
っ
か
い
な
問
題
だ
っ
た
。

6 

デ
l
ニ
ッ
ツ
は
明
治
九
年
七
月
八
日
満
期
を
以
て
解
約
さ
れ
た
。
彼
ほ
ど
の
学
力
と
勤
勉
の
土
を
け
っ
き
ょ
く
更
新
し
な
か
っ
た
の
は
待
遇

上
折
合
わ
な
か
っ
た
た
め
ら
し
い
が
、

前
述
の
如
く
同
僚
教
師
と
の
確
執
(
?
〉
や
ら
警
視
庁
兼
傭
に
際
し
て
の
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
も
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
し
か
し
当
局
は
彼
の
功
績
を
た
た
え
新
古
貨
幣
六
六
種
、
烏
銅
花
瓶
一
対
、
器
代
金
五
円
、
計
金
三
七
五
円
一
七
銭
一
厘
を
贈
り

ね
ぎ
ら
つ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
彼
は
明
治
九
年
七
月
警
視
庁
雇
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
裁
判
瞥
畢
教
師
ト
シ
テ
明
治
九
年
七
月
十
日
ヨ
リ
向
三
十

六
ヶ
月
ノ
問
、
其
時
間
ハ
一
日
七
時
間
ト
定
メ
裁
判
醤
撃
教
授
並
裁
判
上
ノ
診
断
及
ヒ
保
証
ノ
矯
メ
裁
判
所
立
曾
ヲ
任
」
せ
ら
れ
、
月
給
は
五

百
円
と
な
っ
た
。

( 33 ) 

そ
れ
以
後
デ
l
ニ
ッ
ツ
は
警
視
病
院
に
お
い
て
さ
か
ん
に
法
医
診
断
、
臨
床
講
義
を
行
っ
て
い
る
。
記
録
に
残
っ
て
い
る
も
の
だ
け
で
も
八

〈

6
)

編
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
照
下
困
難
を
主
訴
と
す
る
患
者
の
診
断
に
際
し
考
え
う
る
原
因
を
四
つ
挙
げ
、
そ
れ
ら
を
順
次
説

明
し
て
最
後
に
診
断
名
を
下
し
て
い
る
。
剖
検
例
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
堕
胎
児
の
事
案
で
は
そ
の
記
述
骨
子
に
お
い
て
今
日
な
お
通
用
す
る

論
述
鑑
定
を
下
し
て
い
る
ド
こ
れ
は
わ
が
国
初
の
記
念
す
べ
き
近
代
法
医
学
論
文
で
あ
る
。
そ
の
他
現
今
で
も
判
定
の
難
し
い
他
殺
溺
死
例
に

つ
い
て
明
確
な
断
を
下
し
て
い
る
。

(
7
・8
)

ま
た
、
明
治
一
一
年
に
は
彼
が
か
つ
て
裁
判
医
学
校
で
講
義
し
た
講
本
『
断
訟
瞥
畢
』
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
は
開
・
回
口

nV5六
Hhzznv

.

色
町
円
。
包
門
町
長

n
y
S
E
a
r
-ロ
『
巴
『
〉
巾
円
N
丹
市

C
E
T江

田
丹
市

P
E
E
n
y
g
-
H∞
告
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
時
の
生
徒
の
湯
村
卓

爾

、

(

因

み

に

プ

フ

ネ

ル

は

ミ

ュ

ン

ヘ

ン

の

高

名

な

法

医

学

者

か

つ

臨

床

家

、

医

政

家

で

あ

る

。

三
浦
常
徳
、

斉
藤
准
が
翻
訳
蔵
版
し
た
。

一
九
O
七
年

無
細
胞
発
酵
の
発
見
で
ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
を
受
け
た

E
-
E
E
お
よ
び
細
菌
学
者
出

g
ニ
wEngq
は
共
に
彼
の
息
子
で
あ
る
。〉

こ
の
本
は
本
邦
初
の
近
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デーニ ッツの居留先〈矢印;18は健康社).

文献 (12)より，一部改変.

図 1

代
法
医
学
書
と
し
て
、
当
時
『
無
寛
録
述
』
の
焼
直
し
に
鎚
っ
て

354 

い
た
実
務
家
に
受
入
れ
ら
れ
、
法
医
学
普
及
に
大
い
に
貢
献
し

た
。
し
か
し
本
書
は
デ
l
ニ
ッ
ツ
著
述
と
い
う
よ
り
プ
フ
ネ
ル
原

著
の
訳
纂
と
い
っ
た
ほ
う
が
当
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は

勿
論
デ
l
ニ

ッ
ツ
の
功
績
を
損
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。

7 

明
治
一

O
年
頃
の
彼
の
消
息
の
記
録
が
あ
ま
り
な
い
。
宣
教
医

フ
ォ
ー
ル
ズ
が
明
治
八
年
築
地
居
留
地
に
健
康
社

q
m
c
r
u
-
宮
守

( 34 ) 

デ
l

z

y

ツ
も

日

-oロ
出

g-sc
と
い
う
病
院
を
聞
い
た
が
、

(
9
)
 

時
手
伝
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
事
実
彼
に
よ
る
ロ

4
Z
o
t
n
♀
伯
仲
の

〔

ω〉

治
験
例
が
記
し
て
あ
る
。
つ
ま
り
彼
と
フ
ォ
ー
ル
ズ
は
交
際
が
あ

り
、
有
名
な
指
紋
法
の
発
見
(
一
八
八

O
〉
に
デ
l
ニ

ッ
ツ
の
示

(
U
)
 

唆
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
す
ら
さ
れ
て
い
る
。
明
治
九
年
デ
l

ニ
ッ
ツ
は
居
留
地
二
八
番
(
今
の
明
石
町
五
、
児
童
遊
園
地
の
辺
り
)

(ロ)

フ
ォ
ー
ル
ズ
(
同
一
八
番
)
と
の
行
交
い
が
容
易
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
ハ
図
1
)

に
引
越
し
た
か
ら
、

(
彼
は
警
視
庁
と
の
結
約
通
り
で
あ

れ
ば
勤
務
は
一
日
七
時
間
で
あ
り
、
勤
勉
な
彼
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
時
間
外
に
健
康
社
で
も
診
療
に
加
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
J

明
治
一

O
年
に
は
コ
レ
ラ

の
大
流
行
が
あ
り
、
響
視
病
院
も
健
康
社
も
多
忙
を
極
め
た
と
い
う
。
デ
l
ニ
ッ
ツ
は
コ
レ
ラ
治
療
に
忙
殺
さ
れ
た
が
、
ま
た
こ
の
病
気
に
興

味
を
も
ち
彼
の
終
生
の
テ
l
マ
と
な
っ
た
。

コ
レ
ラ
流
行
に
先
立
ち
明
治
一

O
年
一
月
西
南
の
役
が
お
き
た
。
警
視
庁
派
遣
の
警
察
官
の
負
傷
者
は
す
べ
て
東
京
に
送
ら
れ
た
た
め
披
は



こ
の
治
療
に
当
り
、

か
つ
最
後
の
重
傷
者
の
護
送
の
た
め
長
崎
に
出
張
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
貢
献
に
よ
り
彼
は
内
務
省
の
上
申
で
警
視
局
法
律
顧
問
グ
ロ

l
ス
と
と
も
に
明
治
一
一
年
六
月
謁
見
を
許
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上

申
書
に
は
「
裁
判
瞥
墜
之
義
ハ
陛
官
製
中
高
度
ノ
一
科
ニ
シ
テ
殺
傷
等
ノ
疑
撤
-
一

一渉
リ
テ
ハ
濁
醤
者
ノ
診
断
ニ
接
リ
罪
ノ
有
無
ヲ
判
決
ス
ル
モ
ノ

ナ
レ
ハ
治
罪
上
必
要
ノ
具
ニ
候
」
と
裁
判
医
学
の
重
要
性
を
挙
げ
か
つ
わ
が
国
裁
判
医
学
の
創
始
者
と
た
た
え
、
と
く
に
「
外
国
人
関
係
ノ
事

故
ニ
依
テ
外
国
裁
判
官
へ
求
刑
等
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
伸
フ
ベ
キ
ノ
権
利
モ
柾
屈
ノ
害
ヲ
受
び
て
い
た
が
そ
の
際
は
悉
く
彼
の
診
断
に
よ
り
甚

だ
便
宜
を
得
た
こ
と
を
謝
し
、
ま
た
衛
生
警
察
上
に
お
い
て
も
前
記
の
よ
う
に
警
視
病
院
に
お
け
る
患
者
治
療
、

明
治
一

O
年
伝
染
病
(
コ
レ

ラ
)
流
行
時
の
予
防
方
法
施
行
、

西
南
の
役
に
お
け
る
戦
地
傷
喪
者
の
治
療
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

8 

来
日
外
国
人
に
と
り
ア
イ
ヌ
は
極
め
て
興
味
あ
る
対
象
だ
っ
た
ら
し
く
多
く
の
御
雇
教
師
に
よ
っ
て
研
究
調
査
さ
れ
た
。
デ
l
ニ
ッ
ツ
も
来

(日
)

日
早
々
ア
イ
ヌ
ひ
い
て
は
日
本
人
の
記
源
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
彼
は
頭
骨
お
よ
び
身
体
計
測
か
ら
い
ち
早
く
ア
イ
ヌ
を
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
に

( 35 ) 

属
す
る
と
し
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
は
似
て
い
な
い
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
今
日
で
は
通
説
と
な
っ
て
お
り
、

卓
見
と
い
え
る
。

(
た
だ
し
彼
自

島
河
北
海
道
へ
は
渡
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。〉

ま
た
ヒ
ル
ゲ
ン
ド
ル
フ
に
よ
り

O
M
』

3
0
E
2
5
と
命
名
さ
れ
た
顧
骨
縫
際
〈
二
分
頬
骨
〉
に
つ
い
て
も
す
ぐ
追
加
報
告
し
そ
の
頻
度
一
一
一
一一

(
M
)
 

%
と
し
て
い
る
。
こ
の
縫
合
は
の
ち
ウ
イ
ル
ヒ
ョ
ウ
に
よ
り
注
目
さ
れ
有
名
と
な
っ
た
。

博
物
学
者
と
し
て
の
功
績
を
あ
げ
れ
ば
、

一
つ
は
い
ま
で
は
絶
滅
し
て
し
ま
っ
た
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
の
頭
骨
を
伯
林
大
学
〈
現
フ

ン
ボ
ル
ト

大
学
)
動
物
博
物
館
に
一
八
七
七
年
寄
贈
し
た
が
、

ろ
斉
藤
弘
吉
氏
ら
の
尽
力
に
よ
り
石
膏
複
製
を
取
寄
せ
た
の
で
あ
る
が
残
念
な
が
ら
今
次
大
戦
終
戦
直
前
の
空
襲
に
よ
り
焼
失
し
た
と
い
う
。

日
本
で
も
数
少
な
い
標
準
的
な
完
全
標
本
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
こ
れ
は
昭
和
一
一
年
こ

(
幸
運
に
も
骸
標
本
は
同
博
物
館
に
現
存
し
て
い
る
。〉
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も
う
一
つ
、
豪
洲
原
産
の
ユ
ー
カ
リ
樹
は
明
治
一

O
年
こ
ろ
輸
入
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
明
治
八
J
九
年
噴
す
で
に
デ
1
ニ
ッ
ツ
は
芝
に

356 

あ
っ
た
開
拓
使
物
品
陳
列
所
よ
り
購
入
し
、
警
視
医
学
校
の
周
囲
に
栽
培
し
た
ら
し
い
。
こ
の
樹
は
生
長
が
早
く
低
湿
地
を
干
地
に
改
良
す
る

た
め
マ
ラ
リ
ア
防
疫
等
に
効
果
あ
り
と
い
わ
れ
、
彼
自
ら
生
徒
の
健
康
改
善
を
企
て
た
と
い
う
。

(
開
拓
使
へ
は
前
記
ア
イ
ヌ
研
究
で
通
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
)9 

デ
l

ニ
ッ
ツ
は
明
治
一
二
年
契
約
切
れ
で
警
視
局
(
こ
の
当
時
警
視
局
と
警
視
庁
と
の
管
轄
系
統
関
係
は
変
転
と
し
て
い
た
〉
を
辞
し
た
。

そ
の
辺

の
真
相
は
不
明
で
あ
る
が
、
す
で
に
前
年
警
視
医
学
校
は
廃
止
さ
れ
警
視
病
院
も
時
勢
に
お
さ
れ
て
整
理
の
方
向
に
あ
っ
た
こ
と
(
明
治
一
一
一

年
廃
止
)
、
経
費
節
約
等
が
考
え
ら
れ
る
ド

し
か
し
当
然
彼
が
教
え
た
人
材
が
育
っ
て
き
た
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
辞
職
に
際
し
「
事
務
勉
働

ニ
付
御
手
営
」
五
百
円
を
与
え
ら
れ
た
。

( 36 ) 

彼
が
佐
賀
に
赴
く
経
緯
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
明
治
一
二
年
八
月
七
日
佐
賀
郡
立
病
院
お
よ
び
同
付
属
の
医
学
校
に
医
師
兼
教
師
と
し
て
六

カ
月
契
約
で
雇
わ
れ
た
。
こ
の
頃
く
し
く
も
佐
賀
地
方
は
コ
レ
ラ
流
行
の
最
中
で
あ
っ
た
。
満
期
後
八
カ
月
間
欧
洲
へ
賜
暇
帰
国
し
た
が
、
再

び
明
治
二
二
年
一

O
月
に
「
笛
道
教
師
」
と
し
て
三
年
契
約
、
月
五
百
円
で
雇
わ
れ
た
。
同
一
六
年
一

O
月
、
佐
賀
医
学
校
は
甲
種
医
学
校
に

昇
格
す
べ
く

ν

そ
の
条
件
と
し
て
教
授
資
格
者
三
名
以
上
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
そ
の
一
人
に
目
さ
れ
さ
ら
に
二
年
間
雇
わ
れ
て
い
る
。

彼
の
働
き
ぶ
り
は
「
患
者
ノ
治
療
及
ヒ
皆
島
一
生
徒
ノ
教
育
ニ
従
事
セ
シ
メ
タ
ル
ニ
数
年
一
日
ノ
如
ク
非
常
ノ
勉
働
ニ
シ
テ
同
院
開
設
以
来
屡

ミ
務
用
シ
タ
ル
洋
盤
ノ
比
一
一
ア
ラ
ス
患
者
ノ
治
療
ハ
勿
論
生
徒
ノ
教
育
懇
切
周
到
夜
以
テ
日
ニ
纏
キ
猫
及
ハ
サ
ル
ヲ
恐
ル
之
カ
局
メ
同
院
ヲ
シ

テ
九
州
中
巨
撃
ノ
名
ア
ル
ニ
至
ラ
シ
メ
四
方
来
テ
治
療
ヲ
請
フ
者
其
数
枚
奉
-
一
迫
ア
ラ
ス
或
ハ
多
年
駿
疾
ニ
委
シ
タ
ル
沈
病
摘
疾
ノ
患
者
モ
全

治
ヲ
得
タ
ル
者
亦
少
シ
ト
セ
ス
或
ハ
又
生
徒
匿
と
歩
ヲ
進
メ
矯
-
二
般
盤
風
激
働
セ
ラ
レ
頗
ル
改
良
ノ
功
ヲ
奏
シ
タ
リ
」
と
大
い
に
感
謝
さ
れ

て
い
る
。



ま
た
彼
は
明
治
一
七
年
四
月
発
足
し
た
佐
賀
私
立
衛
生
会
〈
会
長
、
鎌
田
景
弼
県
令
)
に

必
要
ヲ
懇
諭
」
し
た
ν

そ
こ
で
彼
は
コ
レ
ラ
、
麻
疹
、
天
然
痘
等
の
伝
染
病
治
療
と
く
に
予
防
法
を
演
説
し
た
。
ま
た
デ
l

ニ
ッ
ツ
は
「
飲
酒

「
客
員
ト
ナ
リ
毎
曾
必
ス
臨
席
シ
テ
誇
ミ
衛
生
上
ノ

の
利
窓
口
」
を
説
き
彼
の
診
療
患
者
の
二

O
人
に
一
人
は
何
ら
か
の
飲
酒
に
よ
る
疾
患
を
有
す
る
と
し
、

(
印
)

・
を
い
ま
し
め
ピ
l
ル
な
ら
よ
い
と
し
て
い
る
。

ア
ル
コ
ー
ル
分
の
高
い
日
本
酒
の
深
酒

10 

が
、
例
え
ば
明
治
一
七
年
八
月
、

は
も
と
よ
り
唐
津
、
長
崎
、
雲
仙
、
福
岡
県
姫
島
に
も
及
ん
で
い
る
。

一
カ
月
間
の
休
暇
を
利
用
し
て
古
湯
、
唐
津
、
二
里
(
虹
〉
の
松
原
方
面
に
出
掛
け
て
い
る
(
佐
賀
自
由
、
明

デ
l

ニ
ッ
ツ
は
余
暇
を
利
用
し
て
採
集
を
お
こ
た
ら
な
か
っ
た
。
佐
賀
で
は
と
く
に
グ
モ
類
の
採
集
に
熱
中
し
た
。
そ
の
範
囲
は
佐
賀
付
近

た
だ
し
こ
れ
ら
す
べ
て
彼
自
身
赴
い
た
の
か
否
か
は
不
明
で
あ
る

一
七
・
八
・
一
)
。
外
国
人
の
外
出
は
明
治
三
年
の

( 37 ) 

「
外
国
公
使
旅
行
ノ
節
取
扱
例
規
」
を
も
と
に
監
視
が
厳
重
で
、
明
治
初
年
佐
賀
の
例
を
と

れ
ば
散
歩
は
護
衛
付
で
許
可
区
域
は
神
埼
、
早
津
江
、
長
瀬
、
川
上
の
範
囲
内
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
デ
I
ニ

y

ツ
居
留
の
頃
は
だ
い
ぶ

規
制
が
う
す
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
彼
の
足
跡
は
北
西
九
州
一
円
に
及
ん
で
い
る
。

ク
モ
の
採
集
標
本
は
後
年

g
M
g
z
a
u
ざ
-
h
w
∞同円但ロチ

岡山・一』名

g
-
R
Z
8
5
5
P
F
E
Rロ
ユ
釦

-Z
J
5
8
に
多
数
記
載
さ
れ
て
い

る
。
彼
自
身
の
命
名
種
も
多
い
。

彼
を
記
念
し
て
献
呈
さ
れ
た
種
小
名
門
吉
ミ
ミ
が
多
数
あ
り
、

和
名
に
も
そ
れ
に
因
み
デ
l
ニ
ッ
ツ
ヒ
ザ

グ
モ
、
デ
l
ニ
ッ
ツ
ハ
エ
ト
リ
な
ど
名
を
留
め
て
い
る
。
そ
の
他
昆
虫
と
く
に
甲
虫
、
鱗
姐
類
、
広
範
な
草
木
類
を
採
集
し
各
専
門
家
に
委
ね

て
い
る
。

11 

明
治
一
七
年
二
一
月
、
永
年
の
功
績
に
よ
り
勲
四
等
旭
日
小
綬
章
に
叙
せ
ら
れ
た
。
契
約
更
新
を
こ
と
わ
り
帰
国
を
決
心
し
た
彼
に
報
い
る
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佐賀時代のデーエッツとその家族

た
め
で
あ
る
。

358 

彼
は
明
治
一
八
年
一
一
月
一
一
日
佐
賀
を
去
り
長
崎
よ
り
乗
船
帰
国
し
た
。
佐

賀
を
離
れ
る
に
際
し
市
民
百
数
十
人
が
見
送
り
別
れ
を
惜
ん
だ
と
い
う
。

(
彼
の

離
日
年
を
明
治
一
九
年
と
多
く
の
著
作
は

い
て
い
る
が
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
J

帰
国
途

路
に
も
彼
は
港
々
で
コ
レ
ラ
を
観
察
し
、
滞
日
中
の
経
験
も
含
め
帰
国
直
後
コ
レ

ラ
伝
播
に
関
す
る
論
文
を
著
し
病
原
菌
説
に
与
し
、
い
わ
ゆ
る
揮
気
説
に
傾
く
べ

ツ
テ
ン
コ

l
ヘ
ル
派
に
反
論
を
試
み
て
い
る
。
傭
府
内
子
デ
l
ニ
y

ツ
の
面
白
躍
如
た

る
も
の
が
あ
る
。

一
八
八
六
年
帰
国
し
、
以
降
コ
ッ
ホ
を
助
け
伝
染
病
学
者
熱
帯
病
学
者
と
し
て

一
九
一
二
年
三
月
一
二
日
ベ
ル
リ
ン
で
術
後
併
発
の
化
膿
性
腹

( 38 ) 

大
成
評
価
さ
れ
、

膜
炎
に
よ
り
死
亡
し
た

(
享
年
七
三
歳
〉
。
彼
の
死
は
わ
が
国
で
は
殆
ど
報
道
さ
れ

図 2

ず
、
ま
た
人
名
辞
典
等
で
も
省
か
れ
て
い
る
。

図
2
は
佐
賀
時
代
の
デ
l

ニ
y

ツ
一
家
の
写
真
で
あ
る
(
好
生
館
蔵
)
。
彼
は
新

妻
マ
ル
タ

ZHW『
吾
担

-V-
伴
っ
て
来
日
し
た
。
長
女
ゲ
ル
ト
ル
ト
。

R
E包
刊
と
長

男
ア
ル
フ
レ

y
ド
〉
与
丘
を
得
た
。

マ
ル
タ
は
賢
夫
人
の
ほ
ま
れ
高
く
、
佐
賀

の
医
学
校
で
は
語
学
を
教
え
て
い
た
と
い
う
。
な
お
、
長
男
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
を
第
二
次
大
戦
中
の
ド
イ
ツ
海
軍
の
穴
回
ユ

U
C
E
R
と
混
同
し

て
い
る
論
文
が
あ
る
が
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
デ

1
ニ
ッ
ツ
提
督
は
一
八
九
一
年
ベ
ル
リ
ン
生
れ
で
あ
る
。
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
は
す
で
に
佐

賀
ハ
?
)
で
生
れ
て
お
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
彼
は
そ
も
そ
も
外
科
医
で
あ
っ
て
後
に
教
授
と
な
っ
た
。



稿
を
終
る
に
臨
み
、
教
一
示
並
び
に
便
宜
を
い
た
だ
い
た
酒
井
豊
氏
、
後
藤
晃
氏
、
市
場
利
哉
氏
、

本
間
陶
一
氏
、

高
官
治
生
氏
(
在
フ
ラ
イ

プ
ル
グ
〉
そ
れ
に
多
く
の
図
書
館
関
係
各
位
に
深
謝
す
る
。

内
容
の
一
部
は
第
四
五
回
日
本
法
医
学
会
関
東
地
方
会
例
会
(
新
潟
、

一
九
七
六
〉
で
発
表
し
た
。

な
お
、
デ

l
ニ
ッ
ツ
の
学
問
上
の
業
績
、
資
料
等
は
後
日
発
表
す
る
。

文
献
お
よ
び
註

(
1〉

〈

2
〉

(
3〉

(
4〉

(
5〉

(
6〉

(

7

)

 

(
8
)
 

(
9〉

(
叩
)

(

日

)

(

ロ

)

(日〉

(

比

)

(

江

川

)

太
政
官
「
公
文
録
」
明
治
六

l
一
七
年

。
担
問

Z
W
C・
υ

芝
田
宮
内

E

ロE
-
R
ブロ
a
n
y
-
g
a・
ぜ
〈
凹

n
y
p
u
g
H
叶

H∞ゐ
H
P
同
由

HN

小
金
井
良
精
、
東
京
帝
国
大
学
医
科
大
学
解
剖
学
教
室
略
誌
附
一
図
、
東
京
医
学
会
創
立
廿
五
年
祝
賀
論
文
、
第
一
一
瞬
、
七
l
二
七
頁
、

小
川
鼎
三
編
『
東
京
大
学
医
学
部
百
年
史
』
一
九
六
七

東
京
医
学
校
「
教
師
一
切
事
件
」
明
治
六
l
一
O
年

(ω
、

ω以
外
に
『
資
料
御
雇
外
国
人
』
一
九
七
五
も
参
照
し
た
)

東
京
医
事
新
誌
、
第
一
二

l
一
一
一
一
号
、
一
八
七
八
(
う
ち
、
堕
胎
児
診
案
、
第
一
一
一
号
七
|
一
-
一
頁
)

小
関
恒
雄
、
明
治
以
降
本
邦
出
版
法
医
学
教
科
書
目
録
、
犯
罪
学
雑
誌
、
四
O
巻
、
八
五

l
八
八
頁
、
一
九
七
四

小
関
恒
雄
、
わ
が
国
初
の
近
代
法
医
学
書
、
医
海
時
報
、
六
回
二
号
、
三
頁
、
一
九
七
五

古
畑
種
基
編
『
東
京
帝
国
大
学
法
医
学
教
室
五
十
三
年
喜
一
九
四
三

相
amwE
】
仏
♂
出
・
〈
包
・
〉
口

ω
2
0ロ円四〉ロロロ白
-
m
Q
D吋
門
口
町
吋

grc-zz-oロ
図
。
目
立
g
r
叶

c
r
p
H∞ゴ

八
十
島
信
之
助
、
指
紋
法
の
創
始
者
居
留
地
の
医
師
へ
ン
リ
l

・
フ
ォ
ー
ル
ズ
、
日
本
医
事
新
報
、
一
入
O
九
号
、
六
O
|
六
一
一
良
、
一
九
五
八

東
京
都
線
『
築
地
居
留
地
』
一
九
五
七

り

s-皮
切
さ
-
H
W
O
B
q
E
a
B
5
σ
q
kロD
〆
冨
宮
・

ιany-
の
2
・

zs・・ぐ
C
F・
。
ぇ
-
v
H
Q
Y
2
l
m〆
同
∞
足

り
E
E
R
U
ぜ
〈

-
H
C島
内
吋
任
。
〉
g
S
5
5
5伺
与

の

円

』

苦

S
F
F
E
-
u
H
(∞)リ

ω由
1
P
H∞討

斎
藤
弘
、
東
京
科
学
博
物
館
倉
庫
内
に
発
見
せ
ら
れ
た
る
ヤ
マ
イ
ヌ
の
全
身
骨
協
並
に
其
他
の
同
資
料
に
就
い
て
、
博
物
館
研
究
、

号
、
二
七
|
三
二
頁
、
一
九
三
八

一
九
一
二

一
一
巻
、
四
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Wilhelm Dりnitz;One of the Pioneers of Anatomy， 

Forensic Medicine and Hygiene in ]apan 
f旬、

o 
てが

、、J

Tsuneo KOSEKI 

Wilhelm D凸nitzwas born in Berlin in. 1838. He studied medicine at the University of Berlin and obtained the title of 

Professor in 1872. The next year he was invited， as the first teacher in anatomy， to the newly-organized medical academy， 

the predecessor of the present University of Tokyo， ]apan. 

He gave lectures on anatomy， histology， embryology， physiology， etc.， also directing the students at anatomical and 

pathological dissections， from 1873 to・1876.

In， 1875， he also taught forensic medicine at the medicolegal training school attached to the Metropolitan Police Office， 

Tokyo. Belonging exclusively to the hospitals attached to this office， he saw the patients and held pathological and medicolegal 

autopsies from 1876 to 1879. In those days， D凸nitzbecame acquainted with Henry Faulds， founder of the 白ngerprinting



method and worked with him in his hospital. 

He moved out to Saga， the south-western district of Japan， in 1879， and taught medical jurisprudence and other subjects 

at the medical school belonging to the Saga Prefectural Hospital. At the hospital， he examined numerous patients， especially 

sufferers from prevailing cholera， thus making epidemiological studies. 

In 1885 Donitz resigned from the hospital， and returned to Berlin. 

To conclude， he introduced modern European anatomy， forensic medicine， hygiene， etc.， to this country. He also 

published many papers on the above-mentioned fields. 

From various parts of Japan， D凸nitzcollected many harbaria， insects， spiders and so on， which he donated to German 

museum. Among these collections many new species were found， especially those of spiders. He also presented a skull 

specimen of a Japanese wolf to the Zoological Museum of Humboldt University in 1877. r、、

After returning to Germany， he made researches in and practised bacteriology， epidemiology， tropical medicine， etc.， at 
H 

てが

、-./

Koch's Laboratory and others. 

In 1912 he passed away in Berlin. 

(Fig. The Tsukiji Settlement for Foreign Residents. 18: H. Faulds' Tsukiji Mission Hospital. 28: The place Donitz 

dwelled from 1876 to 1879. Fig. 2. W. Donitz and his family in Saga.) 

H
U品川



日
本
医
史
学
雑
誌
第
二
十
三
巻

第
三
号
、
昭
和
五
十
二
年
七
月

昭
和
五
十
二
年
二
月
十
九
日
受
付
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薬

王

寺

考

久

米

幸

夫

施
薬
院
お
よ
び
悲
回
院
は
、
伝
説
的
な
聖
徳
太
子
創
建
説
を
除
け
ば
、
奈
良
時
代
に
光
明
皇
后
に
よ
っ
て
輿
福
寺
内
に
初
め
て
設
け
ら
れ
た

( 42 ) 

も
の
と
な
っ
て
お
り
、
都
が
京
都
に
遷
っ
た
後
は
そ
の
方
に
移
り
、
ひ
き
つ
づ
き
長
く
慈
恵
厚
生
機
関
と
し
て
存
続
し
て
来
た
こ
と
は
周
知
の

通
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
仏
教
の
福
田
思
想
に
基
づ
い
て
創
設
さ
れ
、
初
め
の
頃
は
藤
原
氏
の
封
戸
に
よ
っ
て
そ
の
経
費
が
ま
か
な
わ
れ
た
私

的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
後
に
は
公
的
な
機
関
と
な
り
、
施
薬
院
の
長
官
ハ
施
薬
院
別
当
〉
に
は
藤
原
氏
の
者
が
任
ぜ
ら
れ
た
。
天
長
二
年
(
八

い
ず
れ
も
令
外
官
で
あ
る
。

二
五
)
そ
れ
ま
で
の
別
当
の
名
が
施
薬
院
使
と
改
め
ら
れ
た
が
、

ま
た
、
悲
田
院
は
施
薬
院
の
被
管
と
な
り
、
後

者
の
「
ゃ
く
い
ん
」
に
対
し
て
前
者
は
「
ベ
つ
い
ん
」
と
呼
ば
れ
た
。
施
薬
院
使
は
そ
の
後
代
々
名
誉
の
医
師
が
補
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

が
、
こ
れ
は
典
薬
頭
と
並
ん
で
医
道
の
重
職
で
あ
る
。
両
院
の
職
務
は
病
人
や
孤
児
の
収
容
、
治
療
、
養
育
で
あ
り
、
従
っ
て
何
れ
も
貧
困
者

が
対
象
で
あ
る
が
、
そ
の
実
際
は
「
類
来
三
代
格
」
「
延
喜
式
」
な
ど
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
延
喜
左
右
京
式
に
は

凡
京
中
路
辺
病
者
。
孤
子
。
仰
二
九
箇
傑
令
-
其
所
ν
見
所
ν
過
従
ν
便
。
必
令
ν
取ニ
1

送
施
薬
院
及
東
西
悲
田
院
一
。

と
あ
る
。
両
院
の
ほ
か
、
平
安
時
代
に
は
地
方
に
も
統
命
院
、
救
命
院
等
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
以
上
は
史
上
に
現
わ
れ



る
と
こ
ろ
で
あ
る
・
か
、
こ
れ
ら
の
外
に
私
的
な
慈
恵
厚
生
機
関
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

平
安
京
は
、
前
期
は
と
も
か
く
、
中
期
以
後
は
決
し
て
平
で
も
安
で
も
な
く
、
民
衆
は
常
に
疫
病
や
洪
水
に
な
や
ま
さ
れ
、
更
に
多
数
の
盗

賊
が
横
行
す
る
都
で
あ
っ
た
。
十
世
紀
の
末
頃
に
は
疫
病
は
毎
年
の
よ
う
に
都
を
襲
っ
て
い
る
か
ら
、
両
院
の
仕
事
も
忙
し
か
っ
た
こ
と
と
想

像
さ
れ
る
。
正
磨
四
年
ハ
九
九
三
〉
か
ら
五
年
に
か
け
て
の
癌
搭
の
流
行
は
と
り
わ
け
激
し
く
、
多
少
過
大
な
表
現
で
あ
ろ
う
が
、
「
自
三
去
四

月
-
至
ニ
七
月
一
。
京
師
死
者
過
半
。
五
位
以
上
六
十
七
人
よ
と
い
う
。
人
々
は
疫
神
の
み
な
ら
ず
病
人
を
も
お
そ
れ
、
ま
た
死
の
積
れ
を
思
む

と
い
う
当
時
一
般
的
な
風
習
も
手
伝
っ
て
か
、

重
病
人
を
路
頭
に
捨
て
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

殊
に
召
使
な
ど
は
、
政
府
の
禁
令
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
簡
単
に
捨
て
ら
れ
て
死
ん
で
い
っ
た
。

「
餓
飢
草
紙
」
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
決
し
て
単
な
る
絵
空
事
で
は
な
い
。
正
麿
五
年
政
府
は

こ
う
い
う
惨
状
に
対
し
て
、

〔

3
V

左
右
看
督
長
等
被
ニ
宣
旨
-
。
京
中
路
頭
構
三
借
屋
-
。
覆
ニ
蓮
薦
-
出
ニ
i
置
病
人
-
。
或
乗
二
空
車
-
。
或
令
三
人
運
ニ
l

送
薬
王
寺
-
云
々

と
い
う
処
置
を
と

っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
初
め
て
薬
王
寺
の
名
が
出
て
来
る
。

こ
の
薬
王
寺
に
就
て
は
管
見
の
限
り
で
は
他
の
史
籍
に
そ
の
名
が
見
当
ら
な
い
。
以
上
の
簡
単
な
記
事
か
ら
は
勿
論
詳
し
い
こ
と
は
判
ら
な

( 43 ) 

い
が
、
こ
の
寺
に
は
患
者
を
収
容
す
る
施
設
が
あ
り
、
そ
の
収
容
能
力
は
あ
ま
り
小
さ
な
も
の
で
は
な
く
、
後
に
記
す
紀
州
の
薬
王
寺
か
ら
類

推
し
て
平
常
の
場
合
も
慈
恵
医
療
機
関
と
し
て
活
動
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
両
院
の
名
が
挙
げ
ら
れ
な
い
で
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
寺
の
名
が

出
さ
れ
て
い
る
理
由
は
不
明
で
あ
り
、
或
は
臨
時
の
措
置
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

一
応
両
院
と
は
別
の
も
の
で
民
間
の
ま
た
は
私
的
の
医

療
施
設
と
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
事
は
な
お
検
討
を
要
す
る
。

鴨
長
明
の
著
と
云
わ
れ
る
「
発
心
集
」

ハ
十
三
世
紀
初
頭
成
立
〉
の
第
二
「
禅
林
寺
永
観
律
師
の
事
」
の
中
に
こ
の
薬
王
寺
に
触
れ
た
説
話
の

あ
る
こ
と
を
た
ま
た
ま
発
見
し
た
。
禅
林
寺
に
梅
の
木
が
あ
り
、
毎
年
こ
の
梅
の
実
が
な
る
と
永
観
は
残
ら
ず
「
薬
王
寺
と
云
ふ
処
に
多
か
る

363 



病
人
に
、

ひ
で
ん
ば
い

日
々
と
云
ふ
ば
か
り
に
施
」
し
た
の
で
、
近
く
の
人
々
が
こ
れ
を
「
悲
回
梅
」
と
名
付
け
た
と
い
う
。
三
木
紀
人
氏
は
、
薬
王
寺
に

ハ
4
)

つ
い
て
は
不
詳
で
あ
る
が
、
こ
の
物
語
か
ら
悲
田
院
の
異
称
か
と
も
思
わ
れ
る
と
注
し
て
い
ら
れ
る
。

悲
田
院
と
薬
王
寺
の
異
同
は
に
わ
か
に
は
断
じ
難
い
。
し
か
る
に
、

364 

「
法
曹
至
要
抄
」
の
著
者
は
坂
上
明
兼
で
な
く
そ
の
子
明
基
で
あ
り
、

と
が
和
田
英
松
博
士
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
巻
の
「
出
ヱ
棄
路
頭
病
人
及
小
児
一
事
」
に
お
い
て
弾
正
式
、
左
京
式
の
条
文
を

「
発
心
集
」
成
立
当
時
は
悲
田
院
は
存
在
し
な
か
っ
た
確
率
が
非
常
に

ま
た
そ
の
成
立
は
建
久
四
年
(
一
一
九
三
)
以
後
で
あ
る
こ

大
き
い
。

か
か
げ
た
後
に
、

案
ν
之
出
二
l

棄
路
頭
一之
病
人
孤
子
。
難
須
ν
拾ニ
1

送
施
薬
院
悲
田
院
一。
件
院
顛
倒
之
問
。
無
ν
処
ニ
干
拾
送
-
敗
。

と
説
明
し
て
い
る
。
病
人
や
孤
児
は
両
院
に
送
る
べ
き
で
あ
る
が
、
両
院
が
顛
倒
し
て
い
る
か
ら
何
と
も
仕
様
が
な
い
と
云
う
の
で
あ
る
。
薬

王
寺
が
悲
田
院
な
ら
ば
、
勿
論
こ
れ
も
顛
倒
し
て
い
る
筈
で
あ
る
が
、

「
薬
王
寺
と
云
ふ
処
」
と
い
う
言
葉
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
は
薬
王
寺
が
あ
ま
り
知
名
度
の
高
く
な
い
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
他
方
、
悲
回
院
は
施
薬

「
発
心
集
」
の
文
か
ら
は
そ
の
よ
う
な
気
配
は
、
設
み
と
れ
な
い
。

院
の
「
ベ
つ
い
ん
」
と
し
て
京
都
の
民
衆
に
な
じ
み
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
ど
う
も
薬
王
寺
と
は
別
物
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

( 44 ) 

(
悲
回
院
と
い
う
名
称
は
後
世
に
は
識
多
村
の
名
と
し
て
幕
未
ま
で
残
っ
て
い
た
J

ま
た
、
悲
回
梅
と
い
う
名
は
必
ず
し
も
悲
田
院
の
梅
あ
る
い
は
悲
回
院
用
の
梅
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
悲
回
と
は
福
田
思
想
の
一
つ

で
あ
る
か
ら
、
悲
団
事
業
の
た
め
の
梅
と
も
解
釈
で
き
る
。
更
に
、

「
発
心
集
」
の
神
田
本
で
は
「
悲
回
の
梅
」
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
こ
の
解
釈
を
正
当
化
す
る
の
に
多
少
は
役
立
と
う
。

以
上
の
理
由
か
ら
わ
た
く
し
は
薬
王
寺
は
悲
回
院
と
は
別
で
あ
っ
て
む
し
ろ
民
間
の
慈
恵
医
療
機
関
と
推
定
す
る
。
が
、
両
者
の
異
同
は
と

も
か
く
と
し
て
、
以
後
の
論
旨
の
た
め
に
は
薬
王
寺
と
呼
ば
れ
る
慈
恵
医
療
機
関
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
充
分
で
あ
る
。



薬
王
と
は
何
か
。
そ
の
名
称
か
ら
法
華
経
の
薬
王
菩
薩
本
地
品
に
記
さ
れ
て
い
る
薬
王
菩
薩
と
誤
解
さ
れ
や
す
い
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
薬

師
仏
の
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
く
法
華
経
に
あ
る
観
世
音
菩
薩
が
ひ
ろ
く
世
間
一
般
の
信
仰
を
集
め
た
の
に
反
し
て
、
薬
王
菩
薩
の
人
気
は
あ
が

ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
と
は
違
っ
て
、
薬
師
仏
は
そ
の
十
二
誓
願
の
第
七
に
「
衆
病
悉
徐
身
心
安
楽
」
と
あ
り
、
衆
生
の
病
苦
を
救
う
医
薬
の
仏

と
し
て
古
く
か
ら
広
く
そ
し
て
特
に
医
人
に
よ
っ
て
尊
崇
さ
れ
た
。
薬
師
仏
は
薬
師
瑠
璃
光
如
来
、
大
医
王
仏
な
ど
と
も
呼
ば
れ
、
東
方
浄
瑠

， 

璃
世
界
の
教
主
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
仏
教
信
仰
の
衰
え
た
今
日
と
は
異
な
っ
て
当
時
に
あ
っ
て
は
全
く
当
り
前
の
知
識
に
過
ぎ
ず
、

「
梁
塵
秘
抄
」
の
第
二
に
も
、

薬
師
医
王
の
浄
土
を
ば
瑠
璃
の
浄
土
と
名
づ
け
た
り
、
十
二
の
船
を
重
ね
得
て
、
我
等
衆
生
を
渡
い
た
ま
へ

と
あ
る
通
り
で
あ
る
。

( 45 ) 

従
っ
て
、
浄
瑠
璃
、
瑠
璃
光
、
医
王
、
薬
王
な
ど
と
い
う
名
称
は
い
ず
れ
も
薬
師
如
来
に
因
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
名
を
帯
び
た

寺
院
は
古
来
非
常
に
多
い
。
試
み
に
「
江
戸
名
所
図
絵
」
を
縞
く
な
ら
ば
、
そ
の
実
例
の
多
い
の
に
一
驚
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
現
在
の
東

京
都
の
寺
院
に
も
多
数
に
見
ら
れ
る
。
新
宿
区
市
ヶ
谷
に
は
薬
王
寺
町
の
地
名
と
共
に
稲
荷
山
薬
王
寺
が
存
在
し
、
行
楽
地
で
も
あ
る
高
尾
山

が
高
尾
山
薬
王
院
で
あ
る
と
い
う
こ
例
を
挙
げ
れ
ば
充
分
で
あ
ろ
う
。

〈
わ
た
く
し
の
現
住
す
る
福
島
県
に
も
薬
王
寺
あ
る
い
は
医
王
寺
と
呼
ば
れ
る

寺
院
の
数
が
実
に
多
い
。〉
こ
れ
ら
の
寺
院
は
殆
ど
全
部
が
薬
師
仏
を
本
尊
と
し
て
お
り
、
そ
う
で
な
く
と
も
境
内
に
薬
師
堂
を
設
け
て
い
る
。
ま

た
そ
の
宗
旨
を
検
べ
る
と
真
言
宗
に
属
す
る
も
の
が
際
立
っ
て
多
い
こ
と
に
気
が
つ
く
。
す
な
わ
ち
、
鎌
倉
仏
教
で
は
な
く
て
、
平
安
仏
教
に

属
す
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
薬
王
寺
、
医
王
寺
、
浄
瑠
璃
寺
な
ど
の
名
称
を
持
っ
た
寺
院
が
平
安
時
代
に
も
数
多
く
存
在
し
た

で
あ
ろ
う
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
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四

薬
王
寺
と
い
う
名
は
突
の
と
こ
ろ
奈
良
時
代
に
朔
っ
て
既
に
知
ら
れ
て
い
る
。
平
安
初
期
に
成
立
し
た
「
日
本
霊
異
記
」
中
巻
三
十
二
に

聖
武
天
皇
の
み
世
に
紀
伊
の
国
名
草
の
郡
三
上
村
の
人
、
薬
王
寺
の
為
に
知
識
を
率
引
し
て
、
普
く
薬
分
を
息
し
(
以
下
略
〉

と
あ
り
、
出
挙
し
て
得
た
利
息
で
薬
を
購
い
、
そ
れ
を
施
薬
し
た
の
で
あ
る
。

ら
れ
て
い
る
J

「
平
安
遺
文
」
に
は
「
薬
王
寺
文
書
」
四
通
が
収
録
さ
れ
、

(
こ
の
仏
教
説
話
は
十
二
世
紀
初
期
の
「
今
昔
物
語
」
に
も
採
り
入
れ

そ
の
最
も
後
代
の
も
の
は
永
保
二
年
(
一

O
八
三
〉
で
あ
り
、
何
れ

も
そ
の
領
田
に
関
す
る
文
書
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
荘
園
整
理
令
に
対
応
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
寺
が
相
当
の

荘
園
を
所
有
す
る
大
寺
で
あ
っ
た
こ
と
を
-
証
明
す
る
。
そ
し
て
こ
の
寺
も
亦
慈
恵
医
療
機
関
で
あ
っ
た
。

平
安
時
代
に
薬
王
寺
の
名
の
見
ら
れ
る
そ
の
他
の
史
料
と
し
て
は
、
三
河
国
薬
王
寺
に
関
す
る
も
の
が
あ
る
。
十
一
世
紀
成
立
の
「
本
朝
文

粋
」
の
中
に
慶
滋
保
胤

(
?
l
一
O
O
二
)
の

「
晩
秋
過
ニ
参
州
薬
王
寺
一
有
感
」
と
い
う
文
章
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
十
世
紀
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の
末
に
は
か
な
り
の
大
寺
で
あ
っ
た
。
こ
の
薬
王
寺
の
名
は
後
世
、氷
く
碧
海
郡
に
薬
王
寺
村
と
し
て
残
り
、
寺
の
跡
に
は
蓮
花
寺
と
い
う
寺
院

が
あ
っ
た
が
、
明
治
三
九
年
に
こ
の
村
は
当
時
の
矢
作
町
に
合
併
さ
れ
、
そ
の
矢
作
町
は
現
在
は
岡
崎
市
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
地
に
は
古
来
薬
王
寺
派
と
呼
ば
れ
る
万
工
の
一
団
が
居
住
し
て
い
た
。
寺
院
と
万
匠
の
聞
に
は
か
な
り
深
い
関
係
が
あ
り
、
大
和
物
に

そ
の
著
し
い
例
を
見
る
。
古
万
大
和
物
の
千
手
院
、
当
麻
、
手
掻
等
の
諸
派
は
夫
々
そ
の
名
に
縁
り
の
あ
る
寺
院
に
隷
属
し
て
、
そ
の
僧
兵
の

万
工
の
薬
王
寺
派
も
薬

需
要
に
応
じ
て
鍛
万
し
た
と
言
わ
れ
る
。

(僧
兵
は
戦
国
時
代
未
に
消
滅
し
た
。〉

こ
れ
と
の
類
推
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、

王
寺
の
需
要
に
応
じ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
す
れ
ば
、

か
な
り
多
数
の
僧
兵
を
擁
し
て
い
た
こ
と
と
な
り
、
そ
の
こ
と
は
そ
の
武
力
に

よ
っ
て
護
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
程
の
領
田
や
荘
園
を
有
し
て
い
る
大
寺
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
但
し
、
薬
玉
寺
派
の
万
銅
で
現
在
知
ら
れ

て
い
る
の
は
室
町
時
代
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
頃
に
は
肝
心
の
薬
王
寺
は
衰
退
し
て
地
名
の
み
が
残
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
従
っ
て
、
以

上
は
全
く
の
想
像
に
と
ど
ま
る
が
、
そ
の
可
能
性
は
考
え
ら
れ
よ
う
。



十
二
世
紀
未
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
地
に
関
し
て
浄
瑠
璃
姫
の
伝
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
三
河
国
矢
矧
の
長
者
の
娘
で
あ
っ
て
、
牛
若
丸
が

奥
州
に
下
る
途
次
に
長
者
の
館
に
泊
っ
た
折
こ
れ
と
契
り
を
結
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
浄
瑠
璃
姫
の
伝
説
が
室
町
時
代
に
「
十
二
段

草
紙
」
と
し
て
脚
色
さ
れ
て
流
行
し
、
遂
に
浄
瑠
璃
と
い
う
語
り
物
の
ジ
ャ
ン
ル
に
ま
で
発
展
し
た
こ
と
は
そ
の
道
の
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
こ
の
長
者
の
娘
は
そ
の
名
の
一示
す
よ
う
に
薬
師
如
来
に
願
を
か
け
て
儲
け
た
子
で
あ
る
が
、
そ
の
薬
師
如
来
は
す
ぐ
そ
の
近
く
に
は
薬
王

の
古
剰
で
あ
る
薬
王
寺
の
本
尊
で
あ
っ
た
と
想
定
す
る
の
は
極
め
て
自
然
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
伝
説
は
す
く
な
く
と
も
鎌
倉
初
期

に
は
薬
王
寺
が
名
刺
と
し
て
な
お
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

三
河
の
薬
王
寺
が
施
薬
を
し
た
と
い
う
記
録
は
勿
論
存
在
し
な
い
。

ヵ:

前
記
し
た
度
茂
保
胤
の
文
章
に
は
寺
の
結
構
を
描
い
て
「
有
ニ
草

堂
-
。
有
-
一
茅
屋
-
。
有
ニ
経
蔵
一
。
有
ニ
鐘
楼
-
。
有
ニ
茶
圏
一
。
有
ニ
薬
園
-
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
寺
院
が
薬
草
を
植
え
る
こ
と
は
珍
ら
し
い
こ
と

で
は
な
い
が
、
わ
ざ
わ
ざ
薬
園
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
余
り
小
さ
な
規
模
で
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
て
見
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
採
取

さ
れ
る
薬
草
は
一
山
の
人
々
の
需
要
を
は
る
か
に
上
回
り
、
福
田
思
想
か
ら
し
て
も
あ
ま
ね
く
庶
民
に
も
施
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
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な
わ
ち
、
三
河
の
薬
王
寺
も
慈
恵
医
療
機
関
の
役
目
を
荷
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五

わ
た
く
し
は
薬
王
寺
と
い
う
名
称
に
こ
だ
わ
る
気
持
は
な
い
。
古
代
律
令
制
の
枠
に
組
込
ま
れ
た
医
官
は
貴
族
や
官
人
の
た
め
の
医
療
担
当

者
で
あ
っ
て
、
庶
民
の
疾
病
に
は
殆
ど
役
に
立
た
な
か
っ
た
も
の
と
信
ず
る
が
、
そ
の
頃
の
庶
民
に
と
っ
て
寺
院
に
よ
る
施
薬
や
患
者
の
収
容

が
か
な
り
大
き
な
役
目
を
果
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
薬
師
仏
が
医
薬
の
仏
と
し
て
尊
信
さ
れ
、
ま
た
少
数
な

庶
民
の
医
療
を
担
っ
た
寺
院
の
い
く
つ
か
が
薬
王
寺
あ
る
い
は
こ
れ
と
類
縁
の
名
称
〈
医
王
寺
、

が
ら
薬
王
寺
の
実
例
も
証
明
さ
れ
る
の
で
、

浄
瑠
璃
寺
な
ど
〉
を
名
乗
っ
て
い
た
可
能
性
は
非
常
に
大
き
い
と
思
う
。

し
か
ら
ば
そ
れ
ら
の
寺
院
に
お
い
て
実
際
に
医
療
を
担
当
し
た
の
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
、
奈
良
時
代
の
僧
医
の
伝
統
を
ひ
い
た
医
術

367 



に
心
得
あ
る
僧
侶
で
あ
っ
た
ろ
う
。
平
安
時
代
に
は
い
る
と
僧
医
の
名
は
歴
史
か
ら
姿
を
消
し
、
漸
く
そ
の
末
期
に
及
ん
で
大
善
坊
な
ど
の
医

368 

僧
の
名
が
現
わ
れ
る
が
、
そ
の
間
と
て
も
医
学
、
医
術
を
心
得
て
こ
れ
を
実
施
し
た
僧
侶
が
多
数
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
た
だ
、
彼
ら
は

(
8
)
 

官
医
で
な
い
た
め
に
、
そ
の
名
は
歴
史
か
ら
煙
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
時
代
に
は
仁
明
天
皇
を
は
じ
め
と
し
て
紀
夏
井

な
ど
医
学
の
知
識
に
詳
し
い
貴
族
が
数
多
く
存
在
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
僧
侶
に
も
そ
う
い
う
人
物
の
あ
っ
た
事
実
が
知
ら
れ
て

い
る
。
後
朱
雀
天
皇
崩
御
の
折
に
僧
重
源
が
並
々
な
ら
ぬ
医
学
の
知
識
と
恐
ら
く
は
臨
床
上
の
手
腕
を
も
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
逸
話
が
伝

え
ら
れ
て
い
る
。

施
薬
院
や
悲
田
院
は
別
と
し
て
、
医
官
で
あ
る
と
こ
ろ
の
典
薬
寮
の
医
師
や
国
街
の
国
医
師
は
一
般
庶
民
個
々
の
疾
病
に
は
役
に
立
た
な
か

っ
た
も
の
と
わ
た
く
し
は
考
え
る
。
官
医
と
比
べ
て
知
識
水
準
が
は
る
か
に
低
か
っ
た
の
は
当
然
と
し
て
も
、
寺
院
を
主
と
す
る
慈
恵
医
療
機

関
や
民
間
医
の
果
し
た
役
割
の
方
が
む
し
ろ
大
き
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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献
「
日
本
紀
略
」
正
暦
五
年
七
月
条
。

「
類
楽
三
代
格
」
巻
十
九
禁
制
事
弘
仁
四
年
八
月
十
三
日
官
符
「
応
レ
禁
三l
断
京
畿
百
姓
出
ニ
ー棄
病
人
-事」
。

「
本
朝
世
紀
」
正
麿
五
年
四
月
二
十
四
日
条
。

同
様
の
記
事
は
「
日
本
紀
略
」
に
も
あ
る
が
、
収
容
先
の
名
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
薬
王
寺
の
名
は
見
ら
れ
な
い
。

新
潮
日
本
古
典
集
成
「
方
丈
記

・
発
心
集
」
九
二
頁
。

和
田
英
松
「
本
朝
密
籍
目
録
考
証
」
三

O
七
頁
以
下
。

「
平
安
遺
文
」
二
巻
四
九
三
条
、
三
巻
一

O
一
六
条
、
四
巻
一

O
五
八
条
及
び
一
一
九
三
条
。

太
悶
為
三
郎
「
帝
国
地
名
辞
典
」
一
回
二
七
頁
。

「
続
日
本
後
紀
」
巻
第
廿
。

「
続
古
事
談
」
第
五
諸
道
。

(
4〉

(
5〉

(
6〉

ハ
7
)

(
8
)
 

(
9〉



On the Yakuwo-j 

Sachiwo KUME 

It is well known that in the capital of ancient ]apan there were two public charity hospitals (“the Seyaku-in" and “the 

Hiden-in"). But in addition to them there were several non-charitable private medical facilities in the capital and in the 

provinces. Some of them were called“the Yakuwo-jiへForthe disease of the people， 1 suppose， the treatment by the 

government officials named“Ishi" (doctor) and “Koku-ishi" (province doctor). were not of much use， and the private 

medical facilities played the more important role in treatment. 〈

gw
、』ノ

自
由
円



日
本
医
史
学
雑
誌
第
二
十
三
巻

第
三
号
、
昭
和
五
十
二
年
七
月

昭
和
五
十
二
年
三
月
十
三
日
受
付
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「
気
違
い
の
湯
」

|
|
定
義
温
泉
の
歴
史
聞
書

昼

田

源
四
郎

序

章

( 50 ) 

宮
城
県
宮
城
町
大
倉
定
義
|
|
平
家
の
落
人
伝
説
の
伝
わ
る
山
深
い
里
で
あ
り
、
定
義
如
来
の
信
仰
篤
い
土
地
で
あ
る
。
西
沢
勇
は
そ
の
著

書
げ
中
で
次
の
よ
う
に
記
L
て
い
る
。

定
義
谷
は
二
つ
の
面
を
持
っ
て
い
る
。

一
つ
は
き
び
し
い
自
然
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
慈
愛
の
あ
ふ
れ
る
温
か
き
自
然
で
あ
る
。
渓
谷

は
河
床
が
深
く
、
両
岸
は
断
崖
絶
壁
で
如
何
に
秘
境
た
る
か
を
示
し
て
い
る
。
大
倉
の
地
名
の
発
生
も
こ
こ
に
由
来
し
て
い
る
。
倉
と
は

岩
の
こ
と
で
あ
り
、
侵
蝕
に
よ
っ
て
凝
灰
岩
が
削
り
取
ら
れ
て
、
が
ら
が
ら
く
ず
れ
落
ち
る
姿
、
即
ち
、
岩
く
ら
に
起
源
が
あ
る
と
言
え

る
。
つ
ま
り
定
義
峡
や
大
倉
峡
等
々
に
連
続
し
た
渓
谷
が
多
く
あ
っ
て
、
両
岸
が
絶
壁
と
な
り
一
大
奇
観
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
大

倉
川
流
域
の
地
形
は
陸
の
都
島
で
あ
り
、
隔
絶
し
た
世
界
を
な
し
て
人
を
寄
せ
付
け
な
い
き
び
し
さ
を
持
ち
、

一
大
秘
境
を
形
成
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
過
去
の
た
ど
っ
て
来
た
文
化
や
そ
の
個
性
に
多
く
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
基
盤
で
あ
る
と
言
い
た
い
。

こ
の
山
里
か
ら
徒
歩
で
小
一
時
間
、
山
道
を
更
に
奥
へ
と
登
り
つ
め
た
所
に
木
造
二
階
建
の
清
楚
な
建
物
が
唯
一
軒
、
山
懐
の
日
溜
り
に
作



ず
ん
で
い
る
。
こ
れ
が
定
義
温
泉
で
あ
る
。
以
下
、
明
治
・
大
正
を
経
て
今
日
に
至
る
ま
で
の
、
こ
の
都
び
た
出
湯
で
の
、
精
神
病
者
と
そ
の

家
族
の
闘
病
の
歴
史
を
辿
っ
て
み
た
い
。
そ
れ
は
定
義
の
里
人
達
と
狂
者
達
と
の
ふ
れ
あ
い
の
歴
史
で
あ
り
、
温
泉
そ
の
も
の
の
栄
枯
盛
衰
の

歴
史
で
も
あ
る
。

〈
惑
か
れ
た
も
の
は
何
も
残
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、

こ
こ
で
は
定
義
温
泉
の
当
主

・
石
垣
孝
一
氏
と
、
宮
城
長
老
連
副
会
長

・
早
坂
克

蔵
氏
か
ら
の
問
書
を
根
幹
と
し
て
、
そ
の
あ
り
し
日
を
再
構
成
し
た
い
と
思
う
。〉

， 

若
干
の
資
料
か
ら
み
た
定
義
温
泉

『
宮
城
町
誌
「
を
紐
解
く
と
、
定
義
温
泉
に
触
れ
た
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
ら
れ
る
。

E 
当
温
泉
の
開
場
は
伝
え
る
所
に
よ
れ
ば
、
慶
長
年
間
以
前
の
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
未
だ
記
録
に
徴
す
べ
き
も
の
が
見
当

ら
な
い
。
そ
の
後
、
寛
政
年
聞
に
黒
川
郡
今
村
(
今
の
大
和
町
吉
岡
)
の
早
坂
新
四
郎
が
、
こ
の
開
発
に
従
事
し
た
が
半
途
で
中
止
し
た
。
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羽
州
東
根
村
の
農
夫
某
な
る
も
の
が
眼
疾
に
苦
し
み
、
八
方
医
療
に
努
め
た
が
そ
の
手
段
も
尽
き
た
の
で
、
同
国
の
八
聖
山
に
祈
願
を
こ

め
た
処
、
あ
る
夜
不
思
議
に
も
神
託
が
あ
り
「
汝
の
病
た
だ
宜
し
く
奥
州
白
髭
山
の
御
沢
の
定
義
温
泉
に
泳
浴
す
べ
し
」
と
あ
っ
た
の

で
、
奇
異
な
夢
想
を
拘
い
て
こ
の
温
泉
を
訪
ね
て
こ
こ
に
入
浴
す
る
こ
と
三
週
間
に
し
て
眼
疾
は
頓
に
平
癒
し
た
と
い
う
。

「
如
来
夢
想

の
温
泉
」
と
い
う
称
号
は
こ
の
時
に
始
ま
っ
た
も
の
と
伝
え
て
い
る
。
そ
の
後
、
本
地
方
の
結
城
勝
蔵
が
目
の
当
り
あ
ら
た
な
効
験
の
あ

っ
た
こ
と
を
目
撃
し
た
の
で
、
更
に
開
発
を
進
め
よ
う
と
し
た
が
果
さ
な
か
っ
た
。
ま
た
関
新
右
衛
門
や
庄
子
平
士
口
も
相
続
い
て
起
工
し

よ
う
と
し
た
が
、
こ
れ
ま
た
成
功
し
な
か

っ
た
。
嘉
永
二
年
に
至
り
、
大
倉
村
の
肝
入
結
城
平
治
衛
門
や
組
頭
石
垣
伊
勢
之
助
等
が
協
同

し、

且
つ
多
く
の
人
の
協
力
を
得
て
、
岩
石
を
掘
撃
し
て
通
路
を
聞
き
、
浴
槽
や
客
室
等
を
設
け
て
浴
客
を
招
き
漸
次
開
発
の
歩
を
進
め

て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

温
泉
の
環
境
は
幽
濯
で
、
丘
の
上
に
は
奇
岩
怪
石
を
仰
ぎ
、
眼
下
に
は
谷
川
の
急
端
を
望
む
こ
と
の
出
来
る
仙
境
で
あ
る
。
古
来
精
神
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病
に
特
効
が
あ
る
と
い
わ
れ
、
精
神
病
患
者
で
、
こ
こ
に
療
養
を
求
め
て
入
湯
す
る
者
が
少
く
な
い
。
近
年
は
定
義
如
来
を
信
仰
す
る
参
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詣
者
や
、
地
方
民
で
日
常
の
心
労
を
忘
れ
農
事
の
労
苦
を
休
養
し
よ
う
と
す
る
人
々
に
も
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。

町
誌
は
更
に
、
客
室
は
階
上
二
十
室
、
階
下
十
一
室
、
計
三
十
一
室
〈
和
室
)
、

が
中
量
、
硫
酸
曹
達
が
少
量
、
湧
出
温
泉
は
三
十
九
度
C
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。 性

分
は

「
ク
ロ
ー
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム
少
量
、
硫
酸
亜
酸
化
鉄

ま
た
金
園
社
編
集
部
編
『
効
能
別
温
泉
案
内
』
は
、

:
・普
か
ら
H

脳
病
の
湯
u

と
よ
ば
れ
て
、
浴
槽
も
岩
を
く
っ
て
で
き
て
い
る
天
然
風
自
で
、
い
か
に
も
脳
病
の
療
養
に
ふ
さ
わ
し
い

ム
l

刊

F

・::・。

と
紹
介
し
、
大
島

・
山
本
の

『
温
泉
療
法
案
内
』
は
「
神
経
症
に
効
く
温
泉
ガ
イ
ド
」
の
項
で
、
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宮
城
県
の
定
義
温
泉
(
弱
食
温
泉
〉
は
仙
山
線
の
白
沢
か
ら
バ
ス
で
四

O
分
、

さ
ら
に
徒
歩
一
時
間
の
秘
湯
で
、

昔
か
ら
定
義
如
来
の

信
仰
と
湯
治
を
か
ね
た
老
人
た
ち
に
人
気
が
あ
る
。
標
高
は
約
五

0
0
メ
ー
ト
ル
、
大
倉
川
の
支
流
の
湯
川
に
の
ぞ
み
、
宿
は
石
垣
旅
館

と
い
う
の
が
一
軒
し
か
な
い
。
浴
室
は
一
段
低
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
上
か
ら
湯
が
落
下
し
て
お
り
、
こ
の
湯
滝
に
頭
を
打
た
せ
る
の
だ

が
、
お
と
な
し
く
打
た
れ
て
い
る
患
者
ば
か
り
と
は
か
ぎ
ら
ず
、
そ
ん
な
と
き
は
十
字
架
の
木
に
し
ば
り
つ
け
る
。
さ
ら
に
奥
に
は
天
然

の
岩
を
仕
切
っ
た
岩
風
呂
が
あ
っ
て
、

「
神
の
湯
定
義
」
と
書
い
た
白
い
大
き
な
幕
が
垂
れ
下
っ
て
い
る
。
泉
湯
三
九
度
と
い
う
低
温
で

こ
れ
に
長
時
間
入
る
と
効
き
目
が
あ
る
の
だ
が
、
健
康
人
に
は
ち
ょ
っ
と
う
す
気
味
の
わ
る
い
湯
だ
。
土
地
の
人
々
は
定
義
を
H

気
ち
が

い
の
湯
u
と
よ
ん
で
い
る
。

と
書
い
て
い
る
。
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発
足
、
栄
華
、
表
退

東
北
地
方
、
特
に
宮
域
、
福
島
、
山
形
県
等
で
、
少
な
く
と
も
明
治
の
頃
に
は
す
で
に
げ
気
ち
が
い
の
湯
u

と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
早
坂
氏
も
「
頭
の
病
気
に
良
い
と
い
う
の
は
、
す
で
に
明
治
の
頃
に
は
言
わ
れ
て
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
」

明
治
生
れ
の
婦
人
か
ら
聞
い
た
次
の
話
は
、
早
坂
氏
の
推
定
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
言
う
。

「
私
の
母
か
ら
聞
い
た
話
だ
か
ら
明
治
の
頃
の
話
だ
と
思
う
。
近
所
に
と
っ
て
も
頭
の
良
い
締
麗
な
娘
さ
ん
が
居
た
ん
だ
け
ど
、
若
い

噴
東
京
に
行
っ
た
ん
だ
っ
て
い
う
ん
だ
け
ど
。
そ
れ
が
あ
る
時
友
達
の
家
に
遊
び
に
行
っ
た
ん
だ
っ
て
。
そ
し
た
所
が
、
そ
れ
が
大
層
立

派
な
家
で
、
ま
あ
生
活
も
派
手
な
の
に
ピ
ッ
ク
リ
し
て
し
ま
っ
た
ん
だ
け
ど
。
ま
あ
、
こ
っ
ち
は
普
通
の
商
庖
の
娘
だ
か
ら
ね
。
ま
あ
、

勝
気
で
虚
栄
心
も
強
か
っ
た
か
ら
、
付
合
で
生
活
も
派
手
に
な
り
、
と
う
と
う
人
様
の
金
に
手
を
出
し
、
み
つ
か
っ
て
警
察
沙
汰
に
な
っ

た
っ
て
い
う
ん
だ
け
ど
。
そ
う
し
た
所
が
、
何
だ
か
ポ
l
y
と
し
て
頭
が
お
か
し
く
な
っ
ち
ま
っ
て
、
脳
病
院
に
も
行
っ
た
け
ど
治
ん
な
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い
っ
て
い
っ
た
っ
け
、
定
義
に
行
っ
た
所
が
、

ケ
ロ
ッ
と
良
く
な
っ
て
帰
っ
て
来
た
そ
う
だ
。
」

(
福
島

郡
山
市

三
島
さ
ん
)

石
垣
氏
の
話
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

明
治
の
末
頃
か
ら
定
義
温
泉
は
H

頭
に
効
く
u

と
い
わ
れ
て
患
者
が
集
ま
り
始
め
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
ほ
と
ん
ど
知
る
人
も
な
い
湯
だ

っ
た
。
そ
れ
が
口
伝
え
に
伝
わ
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
大
東
亜
戦
争
前
ま
で
は
年
間
五
、
六
千
人
も
の
人
々
で
活
況
を
呈
し
た
。
戦
後
、
精

神
病
院
等
の
出
現
で
三
、
四
千
人
に
激
減
。
ま
た
以
前
は
一
人
の
患
者
に
二
、
三
十
人
の
付
添
(
家
族
、
近
所
の
人
々
等
)
が
つ
い
て
来
た

も
の
だ
が
一
近
頃
で
は
そ
う
い
う
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
人
情
が
薄
れ
て
来
た
の
だ
と
思
う
。
家
族
も
病
院
に
入
れ
て
し
ま
え
ば
、
あ
と

は
知
ら
ん
ぷ
り
を
し
て
い
る
。
福
島
、
山
形
か
ら
の
客
が
多
い
。
そ
れ
に
宮
城
、
岩
手
、
東
京
か
ら
も
来
る
。
福
島
、
山
形
は
土
地
が
暑

く
な
る
所
だ
か
ら
患
者
も
多
い
の
だ
ろ
う
。
入
湯
者
に
は
大
き
く
分
け
て
自
覚
の
な
い
人
と
、
あ
る
人
、
付
添
と
三
つ
あ
る
。
自
覚
の
な
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い
人
が
百
人
位
。
十
年
選
手
も
多
い
。

品目
は
荒
い
人
も
多
く
、
家
族
の
許
可
を
と
っ
て
縛
っ
た
り
し
た
よ
う
だ
が
、
今
は
と
て
も
面
倒
を
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み
き
れ
な
い
の
で
断
っ
て
い
る
。

定
義
は
、
か
つ
て
H

陸
の
孤
島
u

で
あ
り
、
人
々
は
「
マ
タ
ギ
」
と
し
て
狩
猟
を
行
い
、
あ
る
い
は
樵
生
活
、
炭
焼
き
、
薪
造
り
を
し
な
が

ら
山
腹
の
猫
の
額
程
の
段
々
畑
や
棚
田
を
耕
し
つ
つ
、
ひ
っ
そ
り
と
暮
し
続
け
て
来
た
:
:
:

昭
和
三
十
四
年
、
大
倉
川
に
ダ
ブ
ル
ア

l
チ
式
の
ダ
ム
が
建
設
さ
れ
た
。
徒
歩
か
馬
の
背
が
た
よ
り
で
あ
っ
た
谷
間
の
路
が
広
げ
ら
れ
、
や

が
て
車
が
入
り
込
む
よ
う
に
な
っ
た
。

「
昔
は
細
い
道
だ
っ
た
ん
で
す
。

レ
ジ
十

1
プ
l
ム
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
人
が
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
:
:
:
そ
れ
ま
で
は
人
里
離

れ
た
場
所
だ
っ
た
ん
で
す
。
え
ェ
、
狐
も
居
ま
し
た
し
、
熊
な
ん
か
も
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
出
て
:
:
:
」

(
早
坂
氏
〉
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そ
の
道
を
、
患
者
は
家
族
や
周
囲
の
人
々
に
付
添
わ
れ
な
が
ら
、
あ
る
い
は
徒
歩
で
、
あ
る
い
は
荷
車
や
馬
の
背
に
乗
せ
ら
れ
温
泉
へ
と
や

っ
て
来
た
。
興
奮
し
暴
れ
ま
わ
る
の
で
、
縄
で
縛
ら
れ
て
い
る
者
も
多
か
っ
た
。

「
土
日
は
良
く
頭
の
悪
い
人
達
が
来
た
も
ん
で
す
。
縛
ら
れ
て
歩
か
さ
れ
た
り
、
荷
車
に
乗
せ
ら
れ
て
ね
。
暴
れ
る
人
が
多
か
っ
た
け

ど
、
眠
れ
な
い
人
と
か
:
:
:
」

(
定
義

早
坂
族
館
の
女
主
人
)

「
上
愛
子
に
佐
藤
次
郎
さ
ん
と
い
う
人
が
居
て
、
そ
の
人
が
白
沢
野
川
か
ら
定
義
ま
で
馬
で
荷
と
か
へ
と
か
運
ん
だ
ん
で
す
。
戦
前
の

話
。
頭
の
お
か
し
い
人
達
も
、
そ
の
人
の
馬
で
運
ん
だ
も
ん
で
す
。
」

(
定
義

み
ど
り
茶
屋
の
パ
ァ
チ
ャ
ン
)

か
く
し
て
H

気
ち
が
い
の
湯
H

は
大
正
か
ら
大
平
洋
戦
争
ま
で
の
最
盛
期
を
む
か
え
る
。
当
時
の
定
義
温
泉
は
粟
の
木
片
を
瓦
の
よ
う
に
葺

い
た
木
片
(
コ
ッ
パ
)
屋
根
で
出
来
て
お
り
、
ラ
ン
プ
生
活
を
し
て
い
た
。
六
畳
間
三
十
一
室
は
い
つ
も
満
員
で
相
部
屋
に
し
て
も
入
り
き
れ



な
い
有
様
だ
っ
た
と
い
う
。

入
浴
法
と
い
っ
て
、
特
に
決
っ
た
も
の
は
な
い
と
言
う
が
、

一
種
の
「
持
続
浴
」
と
い
え
る
。
八
時
間
か
ら
九
時
間
位
プ
ッ
通
し
で
入
浴
さ

せ
、
そ
れ
を
一
週
間
か
ら
、
長
く
て
二
、
三
ヶ
月
続
け
る
。
興
奮
の
激
し
い
場
合
に
は
縛
り
つ
け
て
、
糞
尿
た
れ
流
し
の
ま
ま
一
週
間
程
入
れ

て
お
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
は
「
扱
い
人
」
と
呼
ば
れ
る
看
護
人
が
つ
き
、
食
事
も
与
え
た
。

ご
週
間
位
で
悪
い
所
が
現
わ
れ
る
。
そ
れ
で
い
わ
ば
病
気
が
発
散
す
る
訳
だ
。
し
か
し
、
同
じ
悩
み
を
も
っ
者
が
裸
で
話
し
合
っ
た

り
つ
て
の
が
や
っ
ぱ
り
い
い
ん
で
し
ょ
う
な
。
だ
か
ら
私
は
何
で
も
な
い
人
は
、

入
れ
な
い
。
観
光
客
は
相
手
に
し
ま
せ
ん
。
金
に
な
る

の
は
分
っ
て
ま
す
よ
。
だ
け
ど
そ
う
い
う
も
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
。
や
っ
ぱ
り
病
気
を
も
っ
た
人
は
、
健
康
な
人
に
対
し
て
ど
う
し
て
も

引
け
目
を
感
じ
て
し
ま
う
ん
で
す
:
:
:
」

(
石
垣
氏
〉

「
扱
い
人
が
戦
争
中
も
ま
だ
居
た
。
大
正
の
初
め
は
い
な
オ
ジ
、
そ
の
後
は
大
東
亜
戦
争
中
も
高
橋
ゅ
う
蔵
。
患
者
を
縛
っ
て
看
病
し

た
。
湯
船
は
岩
で
出
来
て
い
る
ん
だ
け
ど
、

そ
こ
に
紐
を
通
す
穴
が
つ
い
て
い
て
、

そ
こ
に
縛
っ
た
」

(
定
義
、
石
垣
氏
の
分
家
の
出
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林
さ
ん
〉

「
荒
い
患
者
に
は
二
人
付
添
が
つ
い
た
ん
だ
ね
。
ま
あ
、
病
院
と
い
っ
た
方
が
い
い
温
泉
で
す
ね
。
若
い
人
が
多
か
っ
た
ね
、
二
十
歳

か
ら
、
ま
あ
三
十
歳
前
ま
で
の
人
だ
ね
ェ
。
五
十
恰
好
の
人
も
居
る
こ
と
は
い
ま
し
た
が
ね
。
面
白
い
も
ん
で
、
付
添
と
か
家
族
に
は
当

る
け
ど
他
の
人
に
は
当
ん
な
い
ん
だ
ね
z
o

性
格
に
合
わ
な
い
こ
と
さ
せ
ら
れ
た
り
、
無
理
に
勉
強
さ
せ
ら
れ
た
り
、
恋
人
と
う
ま
く
い
か

な
い
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
で
頭
が
変
に
な
っ
ち
や
っ
て
来
る
ん
だ
ね
ェ
。
世
の
中
に
疲
れ
た
と
か
、
沈
み
込
ん
だ
人
も
居
た
ね
。
て
ん
か

ん
と
か
馬
鹿
と
か
は
来
な
か
っ
た
ね
。
発
作
的
に
発
病
し
た
人
が
多
か
っ
た
で
す
よ
。
若
い
女
が
多
か
っ
た
。
恋
に
破
れ
た
と
か
、
結
婚

許
さ
れ
な
か
っ
た
と
か
、
悩
み
な
や
ん
で
脳
が
お
か
さ
れ
た
ん
だ
ね
ェ
。
終
戦
前
ま
で
は
相
宿
に
し
て
も
入
り
き
れ
ず
、
断
る
状
態
だ
っ

だ
ね
。
そ
の
位
す
る
と
ガ
オ
ッ
て
〔
疲
れ
て
〕
来
て
、

た
ね
。
派
手
に
暴
れ
る
患
者
さ
ん
は
結
え
て
動
け
な
く
し
て
入
れ
る
。
湯
査
に
お
に
ぎ
り
も
っ
て
い
っ
て
、
食
べ
さ
せ
な
が
ら
入
れ
た
ん

三
十
七
度
だ
か
ら
入
り
き
れ
な
い
と
か
、
あ
き
が
来
る

や
が
て
落
着
く
ん
だ
ね
。
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と
か
は
な
い
ん
だ
ね
。
冬
に
は
肌
着
を
つ
け
て
入
る
ん
で
す
。
十
二
畳
二
つ
位
の
に
男
女
入
れ
た
ん
で
す
。
ズ
ラ
ッ
と
並
べ
て
入
れ
た
ん

で
す
ね
。
家
族
も
一
緒
に
入
っ
て
ね
。
荒
い
人
に
は
付
添
が
つ
い
て
ね
。
二
人
ば
か
り
の
男
の
付
添
が
居
た
ん
で
す
。
え
ェ
宿
に
ね
:
:
:

家
族
だ
と
、
ど
う
し
て
も
手
心
を
加
え
る
っ
て
訳
で
も
な
い
ん
だ
け
ど
、
患
者
が
言
う
こ
と
を
き
か
な
い
も
ん
だ
か
ら
ね
:
:
:
荒
い
患
者

は
小
さ
い
風
呂
、
そ
う
さ
ね
、
三
尺
四
方
位
の
風
ロ
ロ
な
ん
だ
け
ど
ね
、

そ
こ
に
入
れ
て
手
拭
を
頭
に
か
ぶ
せ
て
、

こ
こ
に
〔
後
頭
部
〕
水

を
か
け
た
ん
だ
ね
・
:
・
:
」

(
早
坂
氏
〉

石
垣
氏
は
、

「
患
者
の
秘
密
だ
か
ら
」
と
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
に
つ
い
て
の
詳
し
い
話
は
避
け
た
が
、
患
者
と
し
て
は
、
若
い
人
が
主
で
、
状

態
像
か
ら
察
す
る
と
心
因
反
応
、
精
神
分
裂
病
の
患
者
が
主
流
を
し
め
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
れ
に
操
病
と
更
年
期
欝
病
と
思
わ
れ
る
患
者
が
混

る
。
精
神
薄
弱
、
て
ん
か
ん
、
老
年
精
神
病
等
は
ほ
と
ん
ど
来
て
い
な
い
。
幻
覚
、
妄
想
の
激
し
い
例
も
あ
っ
た
様
子
で
あ
る
。

「
何
も
聞
こ
え
な
い
の
に
『
聞
こ
え
る
』
っ
て
言
う
し
、
見
え
な
い
の
に
『
ほ
ら
そ
こ
に
見
え
る
』
つ
て
な
こ
と
を
言
う
ん
だ
ね
・
:

L.. 

(
石
垣
氏
)

「
て
ん
か
ん
だ
っ
て
言
わ
れ
た
人
が
あ
っ
た
ん
だ
。
ど
う
し
て
も
治
ん
な
い
か
ら
っ
て
来
た
ん
だ
け
ど
、

症
状
が
出
て
ね
;
:
;
意
識
が
も
う
ろ
う
と
し
て
、
そ
の
時
の
こ
と
は
覚
え
て
な
い
ん
だ
ね
。
何
す
る
っ
て
訳
で
も
な
い
け
ど
、
ボ
l
y
と

一
週
間
位
し
た
ら
や
っ
ぱ
り

し
て
い
る
ん
だ
。

又
来
年
の
夏
来
ま
す
っ
て
言
っ
て
帰
っ
て
ね
、
冬
に
な
っ
て
も
来
な
い
ん
だ
。
や
っ
と
春
に
な
っ
て
来
た
ん
だ
け
ど
、

ズ
l
y
と
発
作
が
な
か
っ
た
っ
て
言
う
ん
だ
な
。
そ
れ
で
一
週
間
位
入
っ
て
も
、
今
度
は
も
う
症
状
が
出
な
い
訳
だ
。
だ
か
ら
私
は
、
あ

れ
は
て
ん
か
ん
じ
ゃ
な
い
と
思
っ
て
ん
だ
:
:
:
ま
あ
、
私
の
経
験
で
す
と
ね
、
て
ん
か
ん
は
治
ん
な
い
。
あ
れ
は
遺
伝
の
病
気
だ
か
ら

ね
。
治
っ
た
佳
い
う
こ
と
は
、
あ
れ
は
て
ん
か
ん
じ
ゃ
な
く
て
他
の
病
気
だ
な
。
」

(
石
垣
氏
〉
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幸
い
に
平
癒
し
て
山
を
下
る
人
達
も
多
か
っ
た
が
反
面
、
家
族
や
付
添
が
看
護
の
疲
れ
に
眠
り
こ
け
て
い
る
聞
に
、
宿
か
ら
逃
げ
出
し
、
山

し
た。

に
迷
い
、
谷
に
転
落
す
る
者
が
後
を
た
た
な
か

っ
た
。
勿
論
、
自
殺
も
多
か
っ
た
。
そ
の
つ
ど
、
消
防
団
を
始
め
、
村
総
出
で
探
察
に
繰
り
出

「
田
舎
人
の
純
朴
さ
で
、
別
に
報
酬
が
な
く
と
も
皆
一
生
懸
命
探
し
た
ん
で
す
ね
ェ
。
」
早
坂
氏
は
懐
し
そ
う
に
回
顧
す
る
。

概
し

て
、
村
人
達
は
ま
る
で
隣
人
の
よ
う
に
病
者
達
を
扱
っ
た
。

「
暴
れ
て
逃
げ
ま
わ
っ
た
り
、
二
日
も
三
日
も
騒
い
だ
り
っ
て
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
し
た
。
死
ん
だ
り
迷
っ
た
り
っ
て
人
も
た
く
さ
ん

居
ま
し
た
ね
z
o
」

(
小
林
さ
ん
〉

「
逃
げ
出
し
て
川
に
入
っ
て
死
ん
だ
と
か
、
山
に
入
っ
た
と
か
:
:
:
。
皆
で
探
し
た
ん
で
す
。
山
形
県
の

O
町
の
酒
造
り
の
妾
の
息
子

だ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
山
に
逃
げ
込
ん
で
、
消
防
団
と
か
も
出
て
、
た
い
し
て
探
し
た
ん
で
す
。
県
境
ま
で
行
っ
て
探
し
た
ん
だ
け
ど
見
つ

か
ら
ず
:
:
:
金
に
糸
目
は
っ
け
な
い
か
ら
っ
て
探
し
た
ん
だ
け
ど
:
:
:
葬
式
も
済
ま
せ
た
ん
だ
け
ど
母
親
が
ど
う
し
て
も
諦
め
き
れ
な
い

っ
て
言
っ
て
、
ま
た
来
て
:
:
:
ま
あ
当
時
は
車
も
な
い
か
ら
歩
く
し
か
な
か
っ
た
ん
で
す
。
こ
の
二
キ
ロ
位
先
を
母
親
が
歩
い
て
い
る

と
、
何
と
な
く
息
子
の
口
笛
を
聞
い
た
よ
う
な
気
が
し
た
ん
だ
け
ど
、
幻
惑
か
と
思
っ
て
そ
の
ま
ま
来
た
ん
だ
そ
う
だ
:
:
:
三
年
ぼ
か
り

( 57 ) 

し
て
蕨
採
り
の
人
が
山
に
入
っ
て
、
楢
の
木
に
人
が
下
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
ん
だ
ね
。
ミ
イ
ラ
の
よ
う
に
な
っ
て
ね
、

風
で
カ
ラ

ン
、
カ
ラ
ン
て
鳴
っ
て
い
た
ん
だ
そ
う
だ
。
下
に
餅
の
着
物
と
草
履
が
あ
っ
た
。
そ
れ
で
連
絡
し
、
母
親
が
来
て
み
た
所
、
ま
さ
し
く
息

子
の
着
物
だ
っ
た
ん
だ
ね
ェ
。
そ
れ
が
、
丁
度
口
笛
を
聞
い
た
っ
て
い
う
場
所
の
上
の
方
な
ん
だ
ね
。
終
戦
の
あ
と
さ
き
の
話
だ
ね
ェ
。
」

(
早
坂
氏
〉

「
別
の
話
で
ね
:
:
:
こ
の
上
の
方
に
大
滝
と
い
う
滝
が
あ
る
ん
だ
け
ど
、
二
十
四
、
五
の
女
の
人
が
夜
、
逃
げ
出
し
て
ね
、
滝
で
死
ん

だ
ん
だ
ね
。
神
経
患
者
は
自
分
は
夜
眠
れ
な
い
も
ん
だ
か
ら
、
皆
が
寝
静
っ
た
所
で
逃
げ
出
す
ん
だ
ね
。
皆
で
探
し
た
け
ど
分
ら
ず
に
:
・

-
:
そ
の
親
が
、
何
と
な
く
そ
の
沢
に
行
っ
て
み
た
く
て
探
し
た
ら
、

い
た
ん
だ
ね
、
ま
あ
、
霊
が
呼
ぶ
っ
て
言
う
か
ね
、
あ
る
ん
で
し
ょ

うね・・・・・・
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ま
た
、
若
い
女
だ
っ
た
け
ど
、

橋
〔
湯
川
橋
〕
の
上
に
下
駄
を
キ
チ
ン
と
そ
ろ
え
て
、
手
首
を
切
っ
て
川
の
中
で
死
ん
で
い
た
。
恋
の

378 

こ
と
で
死
ん
だ
ん
だ
と
思
う
ね
・
・
・
・
・
・
」

(
早
坂
氏
〉

百

終

"'"ι 与主

す
で
に
何
代
目
か
の
温
泉
の
当
主

石
垣
氏
は
、

「
精
神
の
病
気
は
医
学
で
は
ど
う
に
も
な
ら
ん
で
し
ょ
う
」
と
言
い
き
る
。

「
頭
の
こ
と

に
関
し
て
は
、
ど
こ
の
精
神
病
院
に
も
負
け
な
い
」
と
い
う
強
い
自
負
が
あ
る
。

「
精
神
医
療
法
っ
て
も
ん
で
勝
手
に
患
者
を
縛
っ
て
、
麻
薬
み
た
い
な
薬
飲
ま
せ
る
訳
で
し
ょ
:
:
:
現
代
医
学
で
も
眠
れ
な
い
の
を
眠

ら
せ
た
り
は
出
来
る
で
し
ょ
う
。
だ
け
ど
、
こ
こ
で
は
自
然
に
眠
れ
る
よ
う
に
す
る
ん
で
す
。
人
工
的
に
眠
ら
せ
る
の
と
、
自
然
に
眠
れ

る
よ
う
に
す
る
の
と
、
ど
っ
ち
が
い
い
か
っ
て
い
え
ば
、
決
っ
て
る
で
し
ょ
:
:
:
」

「
十
年
も
病
院
に
居
る
と
ね
、
も
う
ズ
タ
ズ
タ
に
な
っ
て
来
る
ん
で
す
ヮ
。
そ
れ
が
、
二
、
三
週
間
で
ピ
タ
l
y
と
良
く
な
る
ん
で

( 58 ) 

す・・・・・・」

(
注
)

こ
こ
十
年
間
程
で
、
定
義
の
町
は
大
き
な
変
貌
を
と
げ
た
。
定
義
如
来
へ
の
参
詣
客
が
、
パ
ス
や
乗
用
車
を
連
ね
て
押
し
寄
せ
る
よ
う
に
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
土
産
物
屋
や
ホ
テ
ル
が
俄
に
建
ち
並
び
、
週
末
と
も
な
る
と
狭
い
定
義
の
町
は
、
警
察
官
が
交
通
整
理
に
く
り
出
す
程
の

混
雑
と
な
る
。
し
か
し
、
更
に
山
深
い
定
義
温
泉
は
、
そ
ん
な
あ
わ
た
だ
し
い
世
の
動
き
も
知
ら
ぬ
げ
で
あ
る
。

(
注
〉
定
義
如
来
|
|
本
尊
は
定
義
町
、
極
楽
山
西
方
寺
に
安
置
さ
れ
た
中
国
渡
来
と
伝
え
ら
れ
る
阿
弥
陀
如
来
の
画
像
で
あ
る
。
こ
の
地
に
落
ち
の
び

た
平
貞
能
が
、
重
盛
公
の
遺
命
を
奉
じ
て
、
持
ち
き
た
っ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

「
一
生
に
一
度
の
大
願
は
必
ず
叶
え
て
く
れ
る
」
と
信
じ
ら
れ
、

特
に
、
古
く
か
ら
縁
結
び
、
安
産
の
守
護
仏
と
し
て
崇
敬
を
集
め
て
い
る
。



(
付
記
)
こ
の
野
外
調
査
は
、
昭
和
五
十
二
ヰ
十
月
、
十
一
月
の
両
月
に
行
っ
た
。
落
棄
を
ふ
み
な
が
ら
山
に
入
る
と
、
葉
、
紅
に
色
づ
き
枯
れ
か
け
た

木
々
の
葉
が
心
も
と
な
げ
に
舞
っ
て
い
た
、
そ
ん
な
演
で
あ
る
。
話
者
は
皆
、
明
治
、
大
正
生
れ
の
人
達
で
あ
り
、
早
坂
氏
が
七
十
七
歳
で
最
長
老
で
あ

る
。
玄
関
先
で
、
あ
る
い
は
厄
縫
に
入
り
な
が
ら
こ
の
開
設
は
序
々
に
出
来
上
っ
て
い
っ
た
。
い
ず
れ
消
え
ゆ
く
運
命
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
れ
ら
民
間
療

法
の
歴
史
を
、
今
記
録
に
と
ど
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
、
こ
こ
に
報
告
し
た
。
こ
の
種
の
調
査
は
、
日
本
常
民
の
狂
気
観

l
l人
々
は
狂
気

を
ど
う
と
ら
え
狂
者
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
来
た
か
ー
ー
を
知
る
上
で
の
貴
重
な
資
料
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
わ
が
国
で
は
従
来
顧
み
ら

れ
る
こ
と
の
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
分
野
で
も
あ
る
。

稿
を
終
る
に
あ
た
り
、
本
調
査
に
御
協
力
い
た
だ
い
た
方
々
、
お
よ
び
、
御
校
問
い
た
だ
き
ま
し
た
東
京
医
科
歯
科
大
学
精
神
科
島
薗
安
雄
教
授
に
深
く

感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

文

(
l

)

 

(

2

)

 

〈

3
)

(
4〉

献西

沢

勇

『
H

秘
境
u

定
義
谷
|
平
家
落
人
伝
説
と
定
義
如
来
l
』
極
楽
山
西
方
寺
刊
(
昭
和
四
十
九
年
〉

『
宮
城
町
誌
(
本
編
〉
』
宮
城
郡
宮
波
町
役
場
発
行
(
昭
和
四
十
四
年
〉

金
関
投
編
集
部
編
『
効
能
別
温
泉
案
内
』
金
国
社
〈
昭
和
五
十
年
〉

大
島
良
雄

・
山
本
鉱
太
郎

『
温
泉
療
法
案
内
』
実
業
之
日
本
社
(
昭
和
四
十
九
年
〉
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Folk Curing of Mental Illness at Johge-Spa ; 

Historical Review 

by 

Genshiroh HIRUTA 

japan， a volcanic country， is abundanl in hot springs. From ancient times， many of those spas have been used for 

treatrnent. 

In this report， the history of johge-Spa， which is well-known as the “Hot Spring for Madness" in lhe Tohoku area of 

japan， is briefly mentioned. 

It is said that the johge-Spa was discovered in the Edo period and used for curing eye discase in the beginning， but 

from the Meiji period， (1868-1912)， this spa became famous as the“Hot Spring for Madness". From the Taisho period 

(1912-1926) to World War II， it was at the zenith of its prosperity. The method of curing was similar to that of 

continuous balh. Afler lhe war， in r岱 ponselo an increase of mental hospitals， there was a decrease il1 patients' visits to 

johge-Spa. 
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資

料

昭
和
五
十
一
年
五
月
四
日
受
付

広
瀬
元
恭
の
兄
和
達
へ
の
書
簡

てわ)

古王宮前

川
ご
久
太
郎

t

'

 

守
1

豊

甫

守

泰

典

幕
末
の
甲
州
が
生
ん
だ
偉
材
、
広
瀬
元
恭
。
そ
の
蘭
学
者
ま
た
医
家
と
し

て
の
経
歴
・
業
績
に
つ
い
て
は
喋
々
の
必
要
は
あ
る
ま
い
。

こ
こ
に
紹
介
す

る
も
の
は
こ
の
元
恭
四
十
六
歳
、
郷
里
甲
斐
藤
田
村
の
長
兄
広
瀬
和
達
(
平

五
郎
)
に
宛
て
た
手
簡
で
あ
る
。
長
文
で
仔
細
に
わ
た
り
、
か
つ
肉
親
へ
の

も
の
だ
け
に
忌
憾
の
な
い
卒
直
な
意
見
が
緩
緩
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
た
め
に

こ
の
人
の
思
想
、
経
給
を
も
う
か
が
い
得
る
と
共
に
、
改
め
て
活
娘
、
兵
限

の
土
で
あ
つ
こ
と
を
知
る
も
の
で
あ
る
。

内
容
か
ら
見
て
、
文
末
の
六
月
十
九
日
は
慶
応
三
年
の
そ
の
日
で
あ
る
こ

と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
す
る
と
こ
の
四
ヶ
月
後
に
は
討
幕
詔

書
〈
十
月
十
一
一
一
日
)
が
出
さ
れ
大
政
奉
還
の
上
表
(
十
月
十
四
日
〉
と
な

り
、
続
い
て
翌
年
一
月
一
一
一
日
に
は
鳥
羽

・
伏
見
で
い
わ
ゆ
る
戊
辰
戦
争
の
閉

幕
と
な
る
。
元
恭
自
身
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
ま
ま
騒
乱
の
京
都
に

留
ま
り
、
本
書
簡
の
翌
年
三
月
に
は
京
都
中
立
売
の
官
軍
「
御
親
兵
病
院

(
後
の
軍
務
官
病
院
、
兵
部
省
診
療
所
〉
」
に
勤
務
、
明
治
三
年
十
月
十
七
日

に
病
没
し
た
。

藤
田
広
瀬
家
に
は
な
お
多
量
の
未
発
表
の
元
恭
資
料
が
保
存
さ
れ
て
い
る

由
、
渦
中
の
京
都
に
在
り
か
つ
広
い
範
囲
に
交
友
を
持
っ
た
人
だ
け
に
、
そ

の
書
簡
の
発
表
が
進
む
に
つ
れ
、
幕
末
維
新
の
政
治
史
資
料
と
し
て
も
注
目

す
べ
き
も
の
が
現
わ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

な
お
本
書
簡
の
貸
与
、
発
表
の
許
可
、
お
よ
び
文
中
の
広
瀬
家
縁
者
に
つ

い
て
御
教
示
を
賜
っ
た
広
瀬
友
太
郎
氏
は
現
在
東
京
都
江
東
区
在
住
の
医
師

で
あ
り
、
広
瀬
和
達
氏
直
系
の
曽
孫
に
当
ら
れ
る
。
御
厚
情
に
対
し
紹
介
者

一
同
心
よ
り
御
礼
申
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
の
読
下
し
に
関
し
御

助
力
を
い
た
だ
い
た
日
本
大
学
進
士
慶
幹
教
授
に
対
し
、
こ
こ
に
併
せ
て
厚

く
御
礼
申
上
げ
る
。

拙
子
此
節
之
了
簡
ハ
、
醤
業
も
十
分
骨
折
侯
庭
、
酷
幽
術
も
虚
后
の
盤
術
如

き
は
漣
も
出
来
が
た
く
、
仮
令
融
商
術
ハ
宜
敷
と
も
、
其
人
徳
門

U
候
と
蔦
世

之
後
迄
姓
名
ハ
遺
リ
不
申
候
問
、
己
ニ
五
十
歳
之
身
故
、
殿
山
業
ハ
是
迄
と
想

定
メ
申
候
、
自
然
徳
あ
れ
ハ
止
メ
候
と
も
自
ら
沿
ひ
来
侯
故
、
元
周
(
註
1
)

-
一
誠
リ
候
積
-
一
致
シ
、
公
辺
へ
も
此
頃
国
債

6
2
)
之
仕
法
立
を
認
メ
差
上
、

又
紙
幣
長
3
)
之
仕
法
立
を
認
差
上
、
牧
牛
(
註
4
)
之
仕
法
立
を
申
上
候
慮
、

漸
グ
牧
牛
之
説
少
々
御
用
ひ
も
被
下
候
や
と
も
存
候
得
共
、
未
タ
表
向
き
ニ

ハ
御
沙
汰
無
之
候
、
自
然
牧
牛
之
世
話
致
シ
候
御
役
御
免
-
一
相
成
ハ
.、
、
直

-
一
其
日
よ
り
牛
仙
(
住
之
と
改
名
致
シ
諸
国
遊
歴
仕
候
、
尤
公
辺
之
御
用
故
、

御
代
官
所
ニ
罷
出
、
御
代
宮
ト
皆
相
談
仕
、
牛
を
養
育
仕
候
様
致
シ
、
先
ツ

今
年
之
内
ニ
牧
牛
御
免
ニ
相
成
候
ハ
、
、
直
-
一
但
馬
丹
波
丹
後
之
国
を
最
初

-
一
致
シ
、
矯
州
ニ
行
き
是
よ
り
兵
庫
之
開
港
場
(
註
6
)

ユ
行
き
、
牛
小
屋
を

造
り
、
牛
を
外
図
人
-
一
緩
き
数
寓
之
黄
金
を
得
る
積
り
ニ
御
坐
候
、
此
出
方
自
一
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兵
庫
ニ
新
島
原
と
唱
へ
、
京
都
之
嶋
原
よ
り
之
出
庖
と
致
シ
郭
を
造
り
侯
積

-一御
坐
候
、
是
ハ
京
遊
女
場
之
者
よ
り
出
金
致
候
積
-
一
而
此
頃
よ
り
巴
-
一
相

談

ニ
及
罷
在
候
、
文
伊
賀
も
牛
国
故
、
伊
賀

・
伊
勢
一
一
も
牧
牛
を
十
分
造

り
、
逐
ミ
関
東
-
一
及
ヒ
出
羽
奥
州
辺
、
迄
も
牧
牛
を
関
可
申
積
一
一
御
坐
候
。
文

国
債
御
免
-
一相
成
、
国
債
頭
取
被
仰
付
候
ハ
、
、
京
都
一
一
而
金
貸
、
利
息
を

取
り、

五
六
年
之
内
-
一
大
金
を
得
可
申
候
、
此
両
様
之
内
-
二
生
を
送
り
可

申
候
、
此
義
如
何
や
御
古
同
案
被
成
下
、
後
使
全
と
御
高
説
御
一
示
教
被
下
度
奉

口
申
上
候
、
家
も
此
節
養
育
致
シ
、
九
疋
と
相
成
候
、
来
年
一
ヶ
年
相
過
候

ハ、

百
疋

-一
ハ
相
成
可
申
候
、

一
疋
金
拾
爾
と
致
シ
百
疋
-
一而
千
雨
、
二
百

疋
ニ
而
二
千
爾
と
相
成
り
、
是
も
十
分
養
育
致
候
積
り
ニ
テ
此
節
も
彼
是
飼

も
の
吟
味
仕
候
路
、
姿
ノ
糠
を
食
ひ
侯
問
、
大
ニ
易
ク
養
育
出
来
申
候
、
姿

糠
ハ
一
斗
-
一
而
吉
文
之
償
ニ
御
座
候
、
易
き
時
ハ
百
文
-
一
付
二
三
斗
も
費
り

侯
様
子
ニ
御
座
候
、
御
国
元
な
ど
に
で
も
漆
糠
ニ
而
養
育
致
候
ハ
、
何
程
沢

山
=
而
も
養
育
出
来
可
申
候
、
御
か
ひ
御
試
ハ
如
何
、
是
ハ
恭
平
韮
7
〉
之

如
き
用
問
鈍
之
所
作
ニ
ハ
宜
敷
業
ニ
御
座
候
問
、
本
人
-
一
進
メ
候
得
共
、
文
愚

者
ハ
愚
者
な
り
家
な
ど
養
育
す
る
事
を
好
ミ
不
申
候
、
自
分
家
の
積
り
毎
日

ぶ
ら
/
¥
致
、
飲
食
さ
へ
在
之
候
得
は
是
を
よ
ろ
し
き
事
と
致
、
此
節
も
拙

子
よ
り
養
育
致
候
も
同
様
、
即
家
と
同
し
暮
シ
ニ
御
座
候
、
拙
子
が
家
之
餌

を
求
メ
候
ニ
骨
折
、
彼
是
と
探
索
仕
候
な
れ
ど
も
更
に
と
ん
じ
ゃ
く
仕
不
申

候
、
自
分
之
食
料

ニ
困
リ
候
程
之
人
物
故
、
訟
も
家
な
ど
ハ
養
育
出
来
様
無

之
候
、
御
家
も
早
ク
公
事
(
註
8
)
出
入
な
ど
長
く
不
被
遊
と
火
事
-
一
而
焼
失

仕
候
を
寧
ニ

、
早
ク
御
止
メ
可
被
遊
候
、
牛
之
百
疋
も
飼
、
家
之
千
疋
を
養

育
仕
候
は
其
世
話
-
一
而
世
上
之
う
る
さ
き
悪
事
も
耳
に
入
不
申
候
牛
一
疋

百
爾

ニ
ハ
相
成
、
家
一
疋
拾
爾
-
一
円
相
成
可
申
と
確
然
た
る
事
一
一
御
座
候
得

は
、
毎
年
二
万
両
ッ
、
の
黄
金
ハ
入
り
申
候
、
如
此
事
を
家
之
徳
分
と
致
侯

は
後
日
子
孫
之
繁
栄
幾
許
ぞ
や
、
文
保
村
之
黄
金
を
掘
り
侯
事
、
御
勘
定
奉

行
小
栗
上
野
介
様
(
註
9
〉
へ
噺
、
試
に
度
国
よ
り
御
承
知
-
一
而
種
々
御
噺
も

有
之
候
得
共
、
唯
々
一
度
申
上
候
の
み
故
、
篤
と
致
シ
不
申
中
ニ
江
戸
ニ
御

帰
り
と
有
成
候
、
此
事
十
分
御
骨
折
り
試
候
思
召
な
ら
肝
付
七
之
盃
(
注
目
)

此
節
江
戸
ニ
開
健
在
侯
間
江
戸
ニ
御
越
、
肝
付
を
頼
ミ
小
栗
公
-
一
取
り
入
り
金

掘
役
御
受
持

-一
一
夜
成
侯
ハ
、
必
定
出
来
可
申
候
、
小
栗
様
長
ク
京
都

-一
滞
留

な
ら
相
子
十
分
掛
合
、
其
上
御
越
被
遊
受
持
一
一
相
成
候
様
相
働
き
可
申
候
得

共
、
己

ニ
江
戸
ニ
御
厨
り
と
相
成
、
残
念
之
至
リ
ニ
御
座
候
、
然
シ
是
ハ
先

頃
も
申
上
侯
通
、
金
を
掘
り
侯
事
ハ
鈴
程
目
さ
き
の
よ
く
き
、
候
者
な
ら
で

ハ
出
来
ぬ
所
作
-
一
御
座
候
、
何
と
な
れ
て
金
掘
り
仕
侯
者
ハ
皆
盗
賊
ど

も
L
同
様
盗
む
事
を
専
務
と
致
シ
、
盗
む
事
上
手
ニ
不
致
と
金
を
得
ら
れ
ぬ

も
の
故
、
金
掘
金
座
之
役
人
等
ハ
金
食
ひ
虫
-
一
而
是
を
我
食
業
と
仕
候
、
銀

主
ニ
金
を
だ
さ
せ
候
事
を
専
一
に
す

、
め
、
金
さ
へ
得
れ
ハ
逃
け
走
る
事
を

工
夫
仕
候
も
の
ニ
御
座
候
、
此
人
情
を
能
と
解
シ
居
り
不
申
と
一
生
を
誤
り

申
の
ミ
な
ら
す
、
大
損
亡
出
来
シ
孫
迄
も
貧
乏
神
之
連
中
と
相
成
候
事
候
前

ニ
御
座
侯
故
、
前
書
ニ
申
上
候
通
金
掘
リ
ハ
早
く
御
止
メ
被
遊
と
申
上
候
も

此
事
ニ
御
座
候
、
牛
を
飼
ひ
候
て
損
失
仕
候
事
ハ
更
ニ
無
之
候
、
何
程
愚
鈍

之
者
ニ
而
も
出
来
る
所
業
-
一
御
座
候
、
然
シ
恭
平
ニ
ハ
出
来
不
申
候
得
は
、

恭
平
ハ
車
問
鈍
中
之
下
慰
と
相
見
へ
申
候
、
拙
子
ハ
他
人
之
子
を
貧
ひ
他

[破

いパレ
]
養
育
致
、
是
ニ
養
子
ヲ
求
メ
皆
不
残
譲
り
己
ニ
子
四
人
を
貰
ひ
孫
も

出
来
、
是
も
女
子
故
、
最
早
是
ニ
養
子
を
貰
ひ
度
存
念
に
而
、
巳

ユ
元
周
と

も
只
今
よ
り
相
談
-
一
致
シ
罷
在
候
、
恭
平
迄
加
へ
候
と
、
本
家
を
加
へ
五
軒

新
ニ
家
を
建
テ
候
積
り
ニ
御
座
候
、
又
此
頃
娘
米
校
ハ
苧
ミ
居
り
、
此
十
月
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ニ
ハ
出
産
仕
可
申
候
、
是
も
女
子
な
れ
ハ
早
グ
養
子
之
積
-
一
御
座
候
、
男
子

よ
り
却
而
早
グ
相
続
出
来
申
候
、
一
人
な
り
と
多
ク
此
世
界
-
一
滞
留
之
間
養

育
致
遣
し
候
ハ
、
、
自
然
と
徳
分
-
一
身
ニ
附
可
申
と
了
簡
相
定
メ
、
金
も
う

け
出
来
次
第
、
家
族
を
拡
け
可
申
積
ニ
御
座
候
、
先
年
ハ
著
述
者
を
沢
山
致

シ
、
紙
孫
之
説
に
て
彼
是
と
上
不
仕
候
庭
、
終
日
閣
と
相
成
、
天
訣
連
大
流

行
ニ
市
大
-
一
恐
れ
、
築
波
書
在
日
)
も
途
中
ニ
相
止
メ
申
候
程
之
口
ニ
御
座

候
、
実
ニ
天
訣
ハ
恐
れ
へ
き
事
一
一
御
座
候
、
築
城
も
此
頃
之
天
下
之
景
勢

ニ
而
ハ
詑
も
出
来
不
申
候
、
城
を
築
き
、
箪
を
す
る
様
な
る
事
ハ
巳
ニ
口
不

申
事
と
相
成
り
、
城
も
な
く
て
軍
ハ
出
来
候
、
却
而
城
あ
り
て
邪
魔
と
相
成

候
事
も
可
有
之
侯
故
、
酷
凶
城
な
と
之
寧
ハ
最
早
仕
不
申
候
、
然
る
を
し
り
な

か
ら
一
生
築
城
も
論
せ
ら
れ
す
候
、
方
今
寓
図
之
景
勢
、
宮
図
強
兵
を
専
務

と
仕
候
、
日
本
之
景
勢
ハ
勿
論
蔦
図
之
景
勢
御
承
知
も
被
為
成
度
思
召
な
れ

、
郁
造
(
註
ロ
)
ニ
御
頼
ミ
、
横
浜
之
新
聞
紙
(
駐
日
)
御
求
御
覧
可
被
成
候
、

新
開
局
市
ハ
実
ニ
才
力
ヲ
発
シ
、
智
恵
を
増
シ
候
新
書
-
一
御
座
候
、
叙
牛
家
之

噺
の
ミ
申
上
候
と
て
、
好
ま
ぬ
も
の
な
り
、
其
住
所
の
土
地
-
一
相
隠
せ
さ
れ

、
是
亦
図
益
ニ
ハ
相
成
不
申
の
ミ
な
ら
す
、
却
而
後
世
之
者
よ
り
口
ひ
を

成
候
大
誤
り
仕
候
、
御
地
溢
之
土
地
ハ
許
行
が
曲
旋
回
よ
り
口
無
之
と
奉
存

候
、
何
分
公
事
出
入
ハ
阜
グ
御
止
メ
可
被
遊
候
、
公
事
出
入
ハ
多
ク
婦
女
子

之
了
簡
よ
り
生
シ
申
候
、
大
謀
有
之
候
も
の
ニ
ハ
決
而
無
之
事
-
一
御
座
候
、

能
々
御
勘
考
あ
り
度
も
の
ニ
御
座
候
、
婦
女
子
之
談
ハ
御
取
り
用
ひ
無
之
事

肝
要
ニ
御
座
候
、
右
申
上
候
も
、
今
日
雨
天
ニ
而
終
日
久
々
ニ
而
他
行
不
仕

候
故
、
午
睡
後
筆
を
と
り
、
彼
是
へ
返
舎
仕
候
飴
り
ニ
而
、
不
斗
長
だ
ん
ぎ

申

上

候

、

平

生

之

談

話

と

思

召

可

被

下

候

。

以

上

六
月
十
九
日
雨
中

藤
田
兄
上
様

出
山
瀬
元
恭

尚
々
一
時
下
折
角
御
自
愛
専
一
ニ
奉
存
候
、
扱
申
上
候
迄
も
無
之
候
得
共
、
筆

之
鈴
り
ニ
由
上
候
、
手
塚
道
白
(
註
U
)
事
此
頃
承
り
及
侯
ニ
、
折
角
養
子
ト

相
成
、
何
事
出
来
候
や
何
れ
と
な
く
出
奔
仕
、
行
き
方
相
分
り
不
申
元
周
迄

申
来
候
と
申
事
ニ
御
座
候
、
拙
子
兼
而
申
上
候
通
、
制
子
之
カ
を
か
り
、

彼
の
屋
敷
へ
も
出
入
も
出
来
、
終
-
一
養
子
一
一
も
致
候
と
申
様
ニ
相
成
候
ニ
、

然
る
を
拙
子
を
走
迄
た
お
し
候
の
ミ
三
問
、
拙
子
之
為
メ
ユ
相
成
候
事
ハ
老

髪
も
無
之
候
程
之
薄
情
も
の
、
注
も
拙
宅
を
離
れ
長
持
ハ
無
之
と
、
拙
子
毎

ヒ
家
族
共
-
一
も
申
停
へ
居
候
事
-
一
御
座
候
、
定
而
国
元
へ
も
帰
り
申
間
布
事

と
奉
存
候
、
然
シ
内
密
-
一
御
序
之
節
御
尋
御
試
可
被
下
、
仮
令
帰
図
仕
候
と

て
以
後
ハ
吏
ニ
か
ま
ひ
申
間
敷
と
最
早
相
定
メ
侯
問
、
決
而
御
か
ま
ゐ
無
之

様
被
成
下
度
、
只
今
よ
り
申
上
置
候
、
図
下
宜
数
人
物
無
之
と
申
ハ
此
事
ニ

御
座
候
、
朝
廷
ニ
人
な
き
ハ
勿
論
之
事
と
被
存
候
、
上
下
館
而
賢
者
ハ
稀
な

る
も
の
と
相
見
へ
然
シ
新
将
軍
様
富
山
)
ハ
才
名
高
グ
相
成
、
異
人
等
ハ
大

-
一
感
服
仕
候
由
ニ
而
、
何
ニ
付
て
も
賞
美
致
容
り
候
、
例
良
斯
-
一
御
頼
、
、
、
之

軍
船
五
十
六
爾
万
〈
マ
マ
)
と
申
事
に
御
座
候
、
英
国
ヘ
ハ
一
一
般
ニ
而
五
十

万
爾
之
船
御
頼
ミ
ニ
相
成
、
来
三
月
迄
-
一
出
来
仕
候
と
申
事
ニ
御
座
候
、
兵

庫
も
此
十
二
月
七
日
よ
り
御
関
ニ
相
定
り
申
候
、
西
図
諸
大
名
よ
り
上
番
致

シ
、
長
州
を
元
の
如
ク
致
度
と
皆
申
出
、
将
軍
家
一
{
添
え
悪
き
様
御
添
へ
申

上
候
由
ニ
御
座
候
、
然
る
事
申
上
候
と
て
、
何
も
新
将
軍
様
ニ
ハ
更
ニ
貧
着

仕
不
申
候
、
中
ヒ
大
量
ニ
而
小
量
之
諸
大
名
何
そ
其
志
を
し
ら
ん
や
、
軍
器

調
候
迄
ハ
此
億
な
れ
ど
も
、
軍
船
軍
用
相
調
候
上
ハ
、
鬼
ニ
金
稼
、
誰
一
人

も
天
下
ニ
及
ぶ
も
の
ハ
無
之
候
、
此
節
ア
ラ
ピ
ヤ
図
之
馬
二
十
疋
飴
り
到
来
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仕
候
慮
、
唯
壱
人
の
り
候
者
有
之
の
ミ
ニ
而
、
外
壱
人
も
の
れ
申
さ
す
候
、

横
浜
-
一
而
修
行
致
候
公
辺
之
も
の
は
爾
三
人
の
り
き
り
申
候
、
十
里
之
路
を

走
り
候
と
も
肝
〈
汗
カ
?
)
出
来
ず
と
申
事
一
一
御
座
候
、
誠
二
お
だ
や
か
な

る
馬
に
て
、
小
児
と
遊
ひ
居
る
程
之
馬
之
由
ニ
御
座
候
、
身
銭
之
短
か
き
人

ハ
騎
兵
隊
之
中
ニ
入
る
事
難
叶
候
、
ア
ラ
ピ
ヤ
馬
ニ
の
り
候
者
ハ

、
身
の
丈

ケ
高
き
も
の
な
ら
で
ハ
の
れ
申
さ
マ
る
由
に
御
座
候
、
西
図
諸
大
名
中
上
京

罷
在
も
の
ハ

、
細
川
侯
、
議
州
侯
、
伊
殻
宇
和
嶋
侯
等
ニ
御
座
候
、
土
佐
侯

ハ
先
途
上
京
被
致
候
得
共
、
直
ニ
引
き
帰
り
申
侯
、
慈
州
侯
も
此
節
上
京
致

候
、
越
前
春
獄
侯
も
上
り
居
り
、
其
外
御
老
中
板
倉
侯
等
ニ
御
座
候
、
下
ヒ

ハ
先
ツ
穏
之
体
ニ
御
座
候
、
米
も
逐
ミ
下
直
-
一
相
成
侯
と
申
の
み
下
り
不
申

候
、
百
文
ニ
付
壱
合
二
勺
位
之
廊
ニ
而
ハ
壱
合
五
勺
ハ
漣
も
費
不
申
候
、
新
指
紋

ハ
士
官
合
五
勺
漸
費
出
シ
候
由
ニ
御
座
候
、
尤
も
姿
も
宜
敷
品
ハ
百
文
-
一
壱
合

三
勺
な
ど
と
申
居
候
、
其
外
先
ツ
同
様
之
事
ニ
而
更
ユ
引
下
け
不
申
候
、
唯

料
理
屋
、
遊
女
場
等
ハ
盛
な
る
事
に
御
座
候
、
毎
夜
一
二
人
之
首
ハ
天
ニ
飛

ひ
川
ニ
流
れ
申
候
、
諸
士
之
多
き
事
江
戸
に
も
劣
ら
ざ
る
様
ニ
相
成
候
、
盗

賊
ハ
白
昼
-
一
大
金
を
奪
ひ
迩
け
て
分
り
不
申
候
、
夜
分
ハ
容
易
ニ
他
行
ハ
出

来
不
申
候
、
盗
賊
ハ
勿
論
火
つ
け
多
く
流
行
仕
候
、
右
等
之
事
何
程
申
上
候

と
も
何
之
用
ニ
も
立
不
申
の
ミ
な
ら
ず
、
却
而
慰
療
を
ま
ね
く
様
な
る
事
申

上
恐
入
候
、
実
ハ
人
之
評
判
も
き
く
ニ
及
ハ
す
、
天
下
の
景
勢
を
論
す
る
も

英
人
之
役
ニ
も
よ
り
候
事
な
り
、
唯
ミ
下
、
ミ
之
者
ハ

、
我
よ
り
高
名
を
な
し

て
人
よ
り
我
評
判
い
た
し
も
ら
い
度
も
の
な
り
、
天
下
よ
り
も
其
所
作
を
き

い
て
感
心
い
た
さ
せ
度
も
の
ニ
御
座
候
、
尚
胸
懐
多
事
難
穣
筆
端
候
、
此
次

は
先
是
に
て
関
筆
、
害
後
音
可
申
上
候
、
時
下
折
角
御
自
重
所
祈
御
座
候
、

頓
首

右
ニ
而
最
早
申
上
侯
義
無
之
と
存
、
御
書
面
引
出
拝
読
仕
候
処
、
仁
蔵

殿
(
注
目
之
事
未
タ
不
申
上
候
、
本
人
事
ハ
最
初
拙
宅
へ
相
見
へ
土
産

ニ
木

綿
二
反
恵
ミ
く
れ
、
拙
子
病
用
ニ
出
か
け
候
処
故
、
元
周
に
申
付
、
酒
肴

ニ
而
取
持
、
終
日
談
話
も
仕
候
、
其
後
拙
宅
三
逗
留
被
致
、
旅
中
為
見
舞
菓

子
士官
箱
差
進
得
は
、
御
用
向
-
一
不
都
合
故
、
矢
張
旅
館
-
一
滞
留
致
、
凶
五
日

を
経
過
す
る
と
大
坂
へ
役
人
仲
間
ニ
而
交
代
致
、
又
E
上
京
致
侯
と
申
、
暇

乞
ニ
相
見
へ
、

-m後
何
之
沙
汰
も
無
之
候
、
拙
子
-
一
供
態
致
度
心
組
も
有
之

候
得
共
、
拙
子
と
話
し
致
す
事
ハ
格
別
好
ま
ぬ
風
エ
相
見
へ
候
問
、
本
人
之

存
意
ニ
ま
か
せ
置
候
、
回
安
役
人
大
坂
一
一
も
面
会
不
仕
候
、

O
花
輪
藤
兵

衛
殿
(
位
幻
)
胃
弱
ニ
而
大
煩
健
在
候
由
先
年
よ
り
太
屋
姉
様
(
佐
川
凶
)
ニ
差
上
侯

和
約
丸
と
申
丸
薬
御
座
候
ハ
、
御
進
、
御
試
可
被
遊
侯
、
文
燈
皮
油
冷
水

-一

五
六
滴
ッ
、
議
シ
、
毎
日
両
三
度
ニ
御
用
、
御
試
可
被
成
候
ハ
如
何
や
、
府

盤
之
煎
薬
ハ
閏
円
弱
之
者
之
為
メ
ユ
ハ

、
却
而
害
を
紹
き
候
も
の
多
く
御
座

候
、
此
人
も
娘
之
事
よ
り
病
気
を
出
し
候
由
、
元
来
小
量
な
る
小
人
故
一
一
御

座
候
、
家
事
之
事
、
其
外
諸
事
婦
女
子
と
相
談
致
シ
、
文
ハ
娘
な
と
の
事
心

配
致
、
我
身
を
損
し
候
程
殺
な
る
事
ハ
無
之
候
、
能
ミ
御
出
会
之
節
御
教
諭

紋
下
、
血
で
血
を
あ
ら
ひ
候
も
同
様
と
思
召
さ
れ
へ
く
候
、

O
石
川
奥

医
在
日
)
之
事
、
今
帝
へ
種
痘
な
と
申
噺
ハ
全
グ
虚
説
、
石
川
坪
井
信
良
〔
佐
川
副
)

な
ど
ハ
実
ニ
小
量
な
る
小
人
、
別
而
信
良
な
と
ハ
あ
き
れ
は
て
た
る
人
物
、

奥
医
ニ
而
永
持
い
た
せ
ハ
よ
い
が
と
存
候
、
決
而
此
商
人
な
ど
の
よ
せ
事
ハ

な
き
事
と
思
召
さ
る
へ
く
候
、
皆
出
精
致
候
も
御
老
中
之
限
く
ら
よ
り
出
精

も
仕
候
、
新
将
軍
様
な
ら
活
限
故
、
人
物
も
岬
明
ひ
そ
こ
な
い
申
間
敷
と
存

候
、
先
将
軍
様
ハ
御
老
中
ま
か
せ
故
、
誠
ニ
御
気
之
泰
之
事
の
ミ
多
グ
有
之

候
、
新
将
軍
之
代
と
相
成
、
逐
と
人
物
も
撰
ひ
直
し
専
ら
御
改
革
急
務
-
一
一
後
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致
候
、
貴
兄
ニ
も
今
十
年
之
問
、
御
憤
発
致
し
試
度
思
召
、
全
ク
火
事
よ
り

生
シ
候
大
業
故
、
少
と
金
も
亦
積
り
候
ヘ
ハ
直
ニ
穏
居
之
士
山
さ
し
も
生
シ
可

申
や
と
只
今
よ
り
も
案
じ
申
上
候
、
此
世
界
三
逗
留
中
御
働
き
御
試
な
ど
御

出
か
け
も
宣
敷
御
座
候
、
以
上

書
簡
内
容
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
。
全
長
一
八
三
セ
ン
チ
に
及
び
、
元
恭

自
筆
の
竹
と
蘭
の
菌
、
そ
の
画
賛
、

H

医
者
為
民
之
父
母
慶
応
二
年
丙
寅

新
寿
天
目
山
人
u

の
醤
な
ど
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
、
そ
の
裏
面
に
認
め
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
文
中
の
事
項
に
対
し
若
干
の
註
解
を
試
み
た
い
。

註
1

元
周
三
枝
元
周
の
こ
と
。
甲
州
峡
北
三
枝
雲
岱
の
子
、
元
恭
の
門

人
と
な
り
次
い
で
養
嗣
子
と
も
な
っ
て
広
瀬
元
周
を
名
乗
っ

た
。
明
治
二
年

の
「
民
間
救
急
療
法
」
同
七
年
の
「
婦
嬰
新
説
和
解
」
な
ど
の
箸
訳
が
あ

る
。
ち
な
み
に
元
恭
は
門
人
田
中
久
重
(
東
芝
創
立
者
〉
の
妹
い
ね
を
姿
っ

た
が
、
実
子
に
は
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。

註
2

国
債
幕
府
は
対
外
対
内
の
軍
授
の
調
達
に
苦
慮
し
、
こ
の
慶
応
三

年
だ
け
を
見
て
も
、
兵
庫
開
港
の
要
用
資
金
と
し
て
八
月
十
九
日
に
大
阪
に

設
立
の
商
社
よ
り
近
国
対
象
に
金
礼
発
行
の
達
し
を
出
し
、
同
十
月
二
十
日

に
は
関
東
諸
国
の
御
用
金
献
納
者
に
金
礼
を
交
付
し
て
二
年
後
に
正
貨
と
換

え
る
こ
と
を
約
し
て
い
る
。
国
債
に
類
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も

特
定
地
域
の
特
定
者
に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
元
恭
の
進
言
が
容
れ
ら
れ

た
も
の
と
は
考
え
難
い
。
国
債
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
以
上
、
元
恭
の

意
図
は
よ
り
広
範
な
も
の
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
先
覚
の
人
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。

註
3

紙
幣
各
務
や
一
部
の
篠
本
の
知
行
地
で
は
紙
幣
と
も
言
う
べ
き
藩

礼
私
礼
の
た
ぐ
い
が
発
行
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
思
議
と
全
国

通
用
の
も
の
が
幕
府
の
名
で
出
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
元
恭
は
こ
れ
を
勧
め

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
折
し
も
鋳
砲
の
必
要
か
ら
銅
が
払
底
し
、
安
政
六
年
九

月
に
は
例
具
へ
の
銅
の
使
用
を
禁
じ
、
翌
万
延
元
年
間
三
月
に
は
銅
器
の
輸

出
を
禁
止
し
、
か
つ
同
年
十
二
月
に
は
鉄
製
四
文
銭
が
発
行
さ
れ
た
に
も
か

、
わ
ら
ず
、
回
以
鍬
製
一
文
、
四
文
、
百
文
銭
の
不
足
は
解
消
し
な
か
っ
わ
。

慶
応
二
年
一
月
に
は
こ
れ
へ
の
対
策
と
し
て
長
年
の
金
銀
貨
一
分
と
銭
貨
千

文
と
の
交
換
比
率
を
自
由
相
場
と
し
、
銅
銭
の
歩
増
し
通
用
を
公
認
し
た
ほ

ど
で
あ
る
。
結
局
、
紙
幣
の
発
行
は
維
新
政
府
に
よ
り
て
始
め
て
行
わ
れ
、

慶
応
四
年
一
月
、
京
坂
の
濠
商
に
会
計
御
用
を
命
ず
る
と
共
に
紙
幣
準
備
金

三
百
万
両
を
課
し
、
同
年
間
四
月
所
謂
太
政
官
札
の
発
行
を
決
定
、
同
年
中

に
二
千
万
両
の
紙
幣
が
出
さ
れ
た
。
ぃ
.
す
れ
も
元
恭
の
こ
の
書
簡
の
数
ヶ
月

後
の
こ
と
に
な
る
。

註
4

牧
牛
横
浜
開
港
に
伴
う
欧
米
人
の
居
留
で
牛
肉

・
牛
乳
の
需
要
が

お
こ
り
、
ま
た
本
邦
人
聞
に
も
例
教
伝
来
以
来
千
年
を
経
て
肉
食
の
習
が
復

活
し
た
。
文
久
二
年
間
八
月
、
横
浜
住
吉
で
伊
せ
熊
な
る
も
の
が
牛
肉
の
煮

売
り
を
始
め
、
後
年
の
い
わ
ゆ
る
H

牛
鍋
μ

の
は
し
り
と
な
る
。
干
牛
丸
や

井
伊
家
の
味
噌
漬
牛
肉
の
ご
と
き
薬
食
と
し
て
の
牛
肉
利
用
は
あ
っ
た
が
、

一
般
へ
の
普
及
で
は
横
浜
開
港
が
直
接
の
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
否

め
な

い
。
役
牛
の
繁
殖
お
よ
び
利
用
は
当
時
既
に
京
都
近
辺
の
諸
国
に
殊
に
盛
ん

で
あ
っ
た
の
で
、
京
都
在
住
の
元
恭
が
こ
れ
に
注
目
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
た

J
Y

し
彼
の
い
う
牧
牛
が
役
牛
の
肥
育
を
意
味
す
る
の
か
、
ま
た
肉
用
種
そ
の

も
の
を
導
入
し
て
繁
殖
、
飼
育
す
る
こ
と
な
の
か
は
判
じ
か
ね
る
。
ち
な
み
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に
こ
の
前
年
の
慶
応
二
年
、
神
戸
で
買
入
れ
た
牛
を
横
浜
に
回
送
し
て
利
を

得
た
も
の
が
あ
っ
た
。

註
5

牛
仙
元
恭
の
死
は
こ
の
三
年
後
で
あ
る
が
、
こ
の
間
に
こ
の
牛
仙

を
号
と
し
た
こ
と
は
な
い
。
名
は
艶
、
他
に
礼
卿
、
藤
岡
、
天
目
山
人
な
ど

と
称
し
た
。
翌
年
の
政
変
で
、
牧
畜
を
晩
年
の
業
と
す
る
志
は
遂
に
得
ら
れ

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

註
6

兵
庫
開
港
場
好
余
曲
折
の
終
過
を
辿
っ
た
兵
庫
開
港
で
は
あ
っ
た

が
、
こ
の
年
十
二
月
七
日
遂
に
開
港
に
決
し
た
。
こ
の
問
題
で
は
幕
府
、
朝

延
の
態
度
は
転
々
し
、
文
久
二
年
五
月
の
い
わ
ゆ
る
ロ
ン
ド
ン
覚
書
に
よ
っ

て
辛
う
じ
て
開
港
の
五
年
延
期
に
成
功
し
た
も
の
¥
慶
応
元
年
九
月
に
は

英
米
俳
聞
の
四
国
艦
隊
が
兵
庫
に
示
威
来
航
し
て
再
び
開
港
繰
上
げ
を
迫
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
朝
議
は
む
し
ろ
硬
化
し
、
兵
庫
開
港
を
約
し
た
罪
に
よ

り
幕
府
に
老
中
阿
部
正
外
、
松
前
崇
広
の
罷
免
を
要
求
、
そ
の
後
家
茂
は
辞

表
を
呈
し
て
兵
庫
開
港
の
勅
許
を
奏
請
し
た
が
早
期
開
港
不
許
可
の
勅
書
が

出
さ
れ
た
。
し
か
も
慶
応
三
年
、
延
期
五
年
の
開
港
約
日
を
迎
え
る
に
当

り
、
新
将
軍
慶
喜
が
二
度
に
わ
た
っ
て
開
港
勅
許
を
願
っ
た
が
そ
の
都
度
不

許
可
の
朝
命
が
出
さ
れ
、
五
月
二
十
三
日
三
度
参
内
し
て
翌
二
十
四
日
に
勅

許
を
得
た
。
こ
、
に
初
め
て
十
二
月
七
日
の
開
港
が
布
告
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
元
恭
の
本
書
簡
は
こ
の
六
月
六
日
の
布
告
直
後
に
当
る
。

註
7

恭
平
和
達
元
恭
兄
弟
の
末
弟
。
当
時
京
都
の
元
恭
方
に
寄
食
し
つ

、
あ
っ
た
も
の
、
ょ
う
で
あ
る
。
京
都
の
神
原
家
へ
養
子
に
迎
え
ら
る
。
ち

な
み
に
元
恭
の
父
も
恭
平
と
称
し
た
。
和
達
の
孫
と
し
て
現
在
も
宏
大
な
藤

田
広
瀬
家
を
守
っ
て
お
ら
れ
る
和
子
氏
(
前
記
友
太
郎
氏
の
母
堂
〉
の
談
に

よ
れ
ば
、
元
恭
は
兄
和
逮
を
敬
し
、
こ
の
弟
恭
平
を
も
深
く
愛
し
て
い
た
と

の
こ
と
で
あ
る
。

註
8

兄
和
達
の
火
災
に
関
連
し
た
公
事
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
お
よ
び
広

瀬
家
の
立
場
に
関
し
て
は
不
明
。

註
9

小
栗
上
野
介
策
本
小
栗
忠
順
。
武
鑑
で
は
こ
の
慶
応
三
年
に
勘
定

車
中
行
兼
外
国
奉
行
の
要
職
に
あ
っ
た
。
こ
の
翌
年
、
御
用
金
埋
蔵
の
噂
を
残

し
っ
、
、
そ
の
采
邑
地
上
州
権
回
村
で
官
軍
の
東
山
道
鎮
繰
総
督
岩
倉
具
定

に
斬
ら
れ
た
。
か
つ
て
尊
捜
家
の
森
田
節
斉
、
頼
三
樹
三
郎
、
吉
田
松
陰
ら

と
も
親
交
の
あ
っ
た
元
恭
で
あ
る
が
、

一
方
で
は
斯
様
な
幕
府
要
人
に
も
信

任
の
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
文
面
で
は
終
始
佐
官
林
的
で
あ
り
、
開

国
に
向
お
う
と
す
る
幕
府
の
姿
勢
に
共
感
し
て
い
る
。

註

ω
肝
付
七
之
蚕
小
栗
上
野
介
に
近
い
人
物
と
見
ら
れ
る
が
、
武
鑑
に

は
そ
の
名
を
見
な
い
。

註
日

築
城
書
元
恭
は
か
つ
て
安
政
五
年
に
「
築
城
新
法
」
な
る
一
本
を

上
梓
し
て
お
り
、
ま
た
勝
海
舟
に
協
力
し
て
京
都
八
幡
山
に
砲
台
を
築
い
た

り
も
し
た
が
、
こ
れ
ら
と
は
別
に
上
梓
を
見
合
わ
せ
っ
、
あ
っ
た
築
城
容
の

稿
本
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

註
ロ

郁
造
和
達
お
よ
び
元
恭
の
弟
。
東
京
牛
込
の
坂
倉
家
の
養
子
と
な

る
。
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設
日
新
聞
横
浜
で
の
欧
米
人
間
の
外
字
紙
は
開
港
直
後
に
始
ま
っ
た
。

邦
字
紙
と
し
て
最
も
早
い
も
の
は
文
久
二
年
一
月
に
幕
府
の
審
所
調
所
に
よ

る
「
官
板
パ
タ
ピ
ヤ
新
聞
(
江
戸
本
所
万
屋
兵
四
郎
発
行
、
同
年
八
月
以
降

官
板
海
外
新
聞
と
改
称
)
」
で
あ
る
が
、
元
恭
の
和
達
に
勧
め
て
い
る

V
の

は
、
H

横
浜
の
新
聞
紙
:
:
:
u
と
あ
る
と
こ
ろ
よ
り
、
最
初
の
民
間
邦
字
新

聞
と
し
て
こ
の
前
年
十
一
月
に
横
浜
で
米
人
ベ
ノ
リ
ー
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ



た
「
万
国
新
聞
紙
」
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

註
M

手
塚
道
自
身
内
か
同
郷
の
医
師
と
思
わ
れ
る
が
不
詳
。

註
日
新
将
軍
慶
喜
の
こ
と
。
前
年
の
慶
応
二
年
七
月
、
第
二
次
征
長
の

指
揮
の
た
め
大
坂
裁
に
在
っ
た
家
茂
が
死
去
、
よ
っ
て
文
久
二
年
来
将
軍
後

見
職
に
あ
っ
た
慶
喜
が
宗
家
を
継
い
だ
。

註
日
仁
蔵
元
恭
と
和
遠
の
相
方
に
関
係
す
る
人
物
ら
し
い
が
不
明
。

註
げ
花
輪
藤
兵
衛
近
親
者
と
考
え
ら
れ
る
が
関
係
は
不
明
。

註
凶
太
屋
姉
様
元
恭
の
姉
。
藤
田
村
深
沢
家
に
嫁
す
。

註
印
石
川
奥
医
こ
の
年
の
武
鑑
で
は
奥
医
師
十
人
名
中
に
石
川
呑
雲
院

法
印
と
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
石
川
機
所
、
良
信
の
こ
と
。
奥
州
登
米
郡
機
場
村

に
生
ま
れ
、
伊
藤
玄
朴
、
黒
川
良
安
ら
に
学
び
、
安
政
四
年
ハ
リ
ス
の
熱
病

を
療
し
て
名
を
挙
げ
る
。
仙
台
務
医
を
経
て
幕
医
、
殊
に
慶
喜
の
寵
を
う
け

た
。
陸
舟
庵
、
呑
雲
閣
、
玄
貞
、
玄
水
と
称
す
、
維
新
後
は
新
政
府
軍
医
寮

に
出
仕
、
軍
医
監
と
な
る
。
明
治
九
年
、
林
洞
海
・
石
黒
忠
窓
ら
と
「
内
科

簡
明
」
を
著
す
。

註
却
坪
井
信
良
慶
応
三
年
の
武
鑑
で
は
坪
井
信
良
法
限
。
越
中
高
図
利

屋
に
生
ま
れ
、
幼
名
末
三
郎
、
後
、
良
益
、
終
皇
、
初
白
と
も
称
し
た
。
小

石
元
瑞
を
経
て
坪
井
信
道
に
学
び
、
そ
の
女
婿
と
な
る
。
福
井
藩
侍
医
よ
り

元
治
元
年
来
幕
府
に
仕
え
奥
医
師
と
な
り
慶
応
元
年
法
眼
に
進
ん
だ
、
明
治

に
は
静
岡
病
院
に
勤
務
し
た
。
箸
訳
書
に
「
医
則
」
、
「
亙
的
児
吸
入
法
試

験
説
」
、
「
侃
斯
達
篤
内
科
書
」
、
「
新
薬
百
品
考
」
、
「
羅
篤
氏
医
語
韻
府」

が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
元
恭
は
は
じ
め
こ
の
信
良
の
義
父
坪
井
信
道
(
誠

軒
)
の
門
に
あ
り
、
そ
の
総
一
頭
を
も
勤
め
、
後
に
京
都
に
上
っ
て
学
塾
日
習

堂
を
関
い
た
。
し
た
が
っ
て
信
良
と
は
同
門
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

終
り
に
、
和
達
直
系
の
令
孫
広
瀬
和
子
万
白
、
曽
孫
友
太
郎
氏
の
御
教
一
示

ゃ
、
藤
国
広
瀬
家
に
つ
い
て
調
査
さ
れ
た
問
中
金
重
氏
(
日
本
医
事
新
報
二

一
O
五
号
、
昭
和
三
十
九
年
)
、
佐
藤
八
郎
氏
(
読
書
山
梨

・
山
梨
県
立
図

書
館
報
十
六
号

・
昭
和
四
十
年
)
の
論
報
に
依
り
、
甲
州
き
つ
て
の
名
家
藤

田
広
瀬
家
な
ら
び
に
広
瀬
和
逮
に
関
し
若
干
附
記
し
た
い
。

藤
田
村
は
現
在
の
山
梨
県
中
巨
摩
郡
若
草
町
藤
田
で
あ
り
、
こ
、
に
業
を

創
め
た
初
代
広
瀬
中
庵
(
周
平

・
一
七
三
一
一
ー
一
八

O
九
年
〉
は
、
甲
州
市

川
大
門
の
医
広
瀬
保
益
の
四
男
に
当
る
。
天
明
二
年
の

「痘
科
縫
抜
粋
」
の

著
者
と
し
て
知
ら
れ
、
ま
た
甲
州
の
尊
皇
家
山
鯨
大
気
と
親
交
が
あ
っ

た
と

さ
れ
る
。
二
代
恭
平
(
後
に
父
の
周
平
を
襲
名
)
も
医
を
継
ぎ
、
和
達
、
元

恭
ら
は
こ
の
二
代
恭
平
の
子
、
す
な
わ
ち
長
子
和
達
は
藤
田
広
瀬
家
の
三
代

を
継
承
し
た
。
和
達
も
は
じ
め
医
業
に
従
っ
た
が
後
年
は
専
ら
資
産
を
管
理

す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
長
寿
を
全
う
し
、
明
治
四
十
一
年
十
一
月
十
二
日
に

九
十
一
歳
を
以
て
没
す
る
が
、
医
家
と
し
て
は
甲
州
に
お
い
て
最
初
に
種
痘

を
試
み
た
人
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
在
京
の
元
恭
よ
り
杉
村
元

成
に
託
し
て
痘
苗
が
資
ら
さ
れ
、
こ
れ
を
子
篤
太
郎
(
後
の
貴
族
院
議
員
広

瀬
和
育
|
藤
田
広
瀬
家
第
四
代
)
に
施
し
た
の
を
甲
州
種
疫
の
鳴
矢
と
す

る
。
と
き
に
嘉
永
三
年
の
冬
で
あ
っ
た
。
つ
い
で
こ
れ
を
受
け
る
も
の
甲
州

一
円
よ
り
他
国
に
ま
で
及
ん
だ
と
い
う
。
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一
日
本
医
史
学
会
例
会
記
事
)

三
月
例
会

三
月
二
十
六
日
(
土
〉順

天
堂
大
学
医
学
部
九
号
館
一
番
教
室

中

宮

安

夫

高

木

和

男

付付

「
軍
医
緒
方
惟
準
」

「
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
文
庫
」
に
つ
い
て

四
月
例
会

付付

四
月
二
十
三
日
〈
土
)

順
天
堂
大
学
医
学
部
九
号
館
一
番
教
室

蕩

科

秘

録

に

み

ら

れ

る

痔

痩

手

術

の

復

元

衣

笠

昭

内

視

鏡

の

歴

史

多

賀

須

男

宰

六
月
例
会

付付

六
月
二
十
五
日
(
土
〉

慶
応
義
塾
大
学
医
学
部
北
里
記
念
図
書
館
第
一
会
議
室

医

療

保

障

史

に

お

け

る

済

生

会

の

役

割

酒

井

シ

ヅ

中

国

古

代

医

学

と

医

療

過

誤

家

本

誠

一

七
月
例
会

七
月
二
十
三
日
(
土
〉順

天
堂
大
学
医
学
部
九
号
館
一
番
教
室

ハ

円

「

蕩

医

新

書

刺

絡

編

」

に

つ

い

て

大

鳥

蘭

三

郎

ハ

門

「

子

玄

子

産

論

」

に

つ

い

て

小

川

鼎

三

映
画
医
療
器
械
の
あ
ゆ
み

研
究
発
表

て

同

志

社

外

人

宣

教

医

長

門

谷

洋

治

(

日

生

病

院

〉

二

、

緒

方

洪

庵

の

除

痘

館

の

位

置

古

西

義

麿

(

大

阪

市

立

)

図

書

館

三
、
小
森
桃
鳩
著
『
病
因
精
義
』
に
つ
い
て

阿
知
波
五
郎
(
京
都
〉

四
、
和

中

散

に

関

す

る

二

、

三

の

疑

問

宗

国

一

(

大

阪

大

)

五
、
最
近
収
蔵
の
度
量
衡
器
類
こ
つ
い
て
青
木
允
夫
(
く
す
り

t

資

料

館

)

六
、
江
戸
時
代

・
京
都
に
お
け
る
解
剖
の
事
蹟杉

立

義

一

(

京

都

)

七
、
江
馬
元
恭
訳
『
弗
士
口
作
無

・
熱
病
全
書
』
に
つ
い
て

安

井

広

(

愛

知

県

)

八

、

大

垣

滋

医

北

尾

春

固

に

つ

い

て

青

木

一

郎

〈

岐

阜

県

)

九
、
高
野
長
英
訳
・西
川
賞
蔵
改
訳
・
ミ
ユ
ル
ケ
ン
『
一
ニ
兵
周
一
訣
』
に
つ
い
て

岩
治
勇
一
(
大
野
市
〉

十
、
石
井
信
義
の
生
母
中
山
む
ろ
と
そ
の
子
孫

μ
t

中

山

沃

(

岡

山

大

)

ナ
て
本
間
玄
調
先
生
の
人
間
性
と
自
準
亭
の
零
囲
気

山
中
太
木
(
大
阪
医
大
〉

十
二
、
第
五
囲
内
国
勧
業
博
出
品
目
録
に
見
ら
れ
る
歯
科
の
位
置
と
鉛
子

杉

本

茂

春

〈

大

阪

〉

十
三
、
不
通
朝
鮮
医
学
、
不
可
以
説
日
本
及
中
国
医
学

三
木

関
西
支
部
春
季
大
会

と

き

昭
和
五
十
二
年
六
月
十
九
日
(
日
〉
午
前
十
時
よ
り

大
阪
市
南
区
末
吉
橋
通
三
牟
田
病
院
議
堂

と
こ
ろ

栄
J戸、
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雑

報

江
馬
蘭
学
塾
資
料
展

出
品
目
録

昭
和
五
十
二
年
五
月
二
十
一
、
二
日
、
第
七
十
八
四
日
本
医
史
学
会
総
会

が
岐
阜
県
羽
島
郡
川
島
町
の
内
藤
記
念
く
す
り
博
物
館
で
関
か
れ
た
。
そ
れ

を
記
念
し
て
、
江
馬
文
香
研
究
会
(
代
表
斎
藤
信
〉
の
人
々
に
よ
り
江
馬
蘭

学
塾
一
資
料
が
展
示
さ
れ
た
。
そ
の
出
品
目
録
を
紹
介
す
る
。

①
江
馬
蘭
斎
顕
彰
碑
拓
本

江
馬
蘭
斎
の
功
績
を
末
永
く
た
た
え
る
た
め
に
、
昨
年
九
月
二
十
六
日
、

顕
彰
碑
の
除
幕
式
が
行
な
わ
れ
た
。
碑
は
大
垣
市
医
師
会
館
前
庭
に
建
て
ら

れ
た
。
こ
こ
に
か
か
げ
た
そ
の
石
ず
り
は
、
碑
の
表
面
と
裏
面
で
あ
り
、
表

面
に
は
蘭
斎
の
新
元
会
図
賛
詩
が
、
裏
面
に
は
そ
の
略
歴
が
き
ざ
ま
れ
て
い

る
。
賛
詩
の
筆
者
は
小
川
鼎
三
東
大
名
誉
教
授
で
あ
る
。
〈
青
木
一
郎
)

②
蘭
斎
の
処
生
訓
「
言
士
山
鯨
」
江
馬
細
呑
筆

末
尾
に
「
文
政
己
丑
年
〈
十
二
年
)
冬
十
二
月
八
十
三
翁
江
馬
元
恭
識

女
細
香
舎
」
と
あ
る
。

③
杉
田
玄
白
番
翰
江
馬
蘭
斎
宛

当
年
は
珍
し
く
オ
ラ
ン
ダ
人
が
江
戸
に
来
た
こ
と
、
そ
の
オ
ラ
ン
ダ
人
が

フ
ラ
ン
ス
婦
人
の
細
工
に
な
る
ろ
う
製
の
ホ
l
フ
ト
を
持
参
し
た
、
と
あ
る

の
は
、
大
槻
玄
沢
が
「
西
賓
対
曙
」
の
寛
政
六
年
(
一
七
九
四
)
の
条
に
記

し
た
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
ゲ
l
ス
ベ
ル
ト
・
ヘ
ン
ミ

l
c
n
C
谷
町
円
門
出
向
同
国
自
に

持
参
東
上
の
フ
ラ
ン
ス
製
ろ
う
細
工
の
頭
部
解
剖
模
型
の
記
事
に
相
当
す

る
。
長
崎
屋
に
お
け
る
対
談
記
事
は
同
年
五
月
四
日
の
こ
と
。
玄
白
は
こ
の

四
日
の
当
日
に
は
支
障
が
あ
っ
て
欠
席
し
た
か
ら
、
後
日
、
こ
の
模
型
を
も

ら
い
う
け
た
桂
川
甫
周
か
ら
見
せ
て
も
ら
い
、
そ
の
精
巧
さ
に
驚
嘆
し
、
江

馬
春
齢
(
蘭
斎
〉
に
報
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
原
口
聞
は
失
わ
れ
た
が
明
治

初
年
に
桂
川
家
か
ら
東
京
大
学
に
寄
贈
さ
れ
た
寄
木
造
彩
色
の
模
型
が
医
学

部
資
料
室
に
伝
存
し
て
い
る
。
な
お
、
文
中
の
春
泰
は
こ
の
前
年
の
寛
政
五

年
十
月
六
日
、
四
十
八
才
で
死
亡
し
た
嶺
春
泰
の
こ
と
。
ホ

l

フ
ト
は

z
o
E
頭
、
ス
ピ

l
ル
は
宅
ぽ
円
筋
、
キ
リ
l
ル
は
関
口
角
唾
液
腺
、
ア

ー
ル
ド
ゲ
ワ
ス
は
ア
プ
ラ
ハ
ム

・
ム
ン
チ

ン
ク
の
ア

ー
ル
ド
ゲ
ワ

ツ
セ
ン

(
植
物
と
そ
の
薬
効
〉
で
、
は
や
く
か
ら
蘭
学
者
の
聞
で
知
ら
れ
て
い
た
和

蘭
本
草
容
で
あ
る
。
江
馬
春
齢
所
蔵
本
を
嶺
春
泰
と
大
槻
玄
沢
が
期
限
付
で

借
覧
し
、
そ
れ
を
玄
白
が
わ
き
か
ら
見
せ
て
も
ら
い
、
そ
の
薬
物
の
効
能
を

安
岡
玄
真
に
翻
訳
せ
し
め
て
い
る
事
実
が
判
明
し、

注
目
に
値
す
る
。
〈
片

桐
一
回
刀
)

④
前
野
良
沢
書
翰
1

江

馬
蘭
斎
宛
正
月
廿
日

年
頭
の
あ
い
さ
つ
状
兼
礼
状
。
良
沢
晩
年
の
家
計
は
豊
か
で
な
く
、
と

角
、
淋
し
い
日
を
送
っ
た
、
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
門
人
江
馬
春
齢
は
師
の

前
野
良
沢
に
、
年
頭
の
祝
儀
と
し
て
白
銀
成
両
を
贈
り
、
そ
れ
に
対
し
て
良

沢
は
丁
寧
に
名
を
記
し
た
あ
と
、
花
押
の
か
わ
り
に
オ
ラ
ン
ダ
語
風
に
サ
イ

ン
を
加
え
て
い
て
印
象
的
で
あ
る
。
な
お
、
追
伸
に
み
え
る
京
都
御
用
が
、

寛
政
十
年
二
月
春
齢
が
五
十
二
才
で
西
本
願
寺
法
主
文
如
上
人
の
診
察
に
上

っ
た
こ
と
を
指
す
な
ら
ば
、
良
沢
七
十
六
才
の
筆
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

断
定
は
さ
け
た
い
。
(
片
桐
一
国
力
)

③
前
野
良
沢
書
翰
2

江
馬
蘭
斎
宛
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本
状
に
み
え
る
同
0
5
2

な
る
サ
イ
ン
は
詩
の
煮
を
良
沢
自
ら
ヨ
ミ
ス
と

訓
じ
た
こ
と
の
明
証
と
な
る
。

江
馬
細
香
の
「
蘭
化
先
生
伝
」
に
よ
れ
ば
、
良
沢
は
致
仕
後
、
茅
屋
を
根

岸
貝
塚
に
築
き
、
終
老
の
地
と
し
て
い
た
と
い
う
。
本
状
に
よ
れ
ば
、
同
じ

根
岸
で
あ
る
が
転
宅
し
た
事
実
の
あ
っ
た
こ
と
が
託
せ
ら
れ
、
そ
の
い
ず
れ

も
が
借
家
住
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
た
、
転
宅
直
後
な
る
た
め

か
、
旧
宅
よ
り
ま
だ
蔵
書
も
取
寄
せ
終
っ
て
い
ず
、

蘭
斎
の
質
問
に
対
す
る

回
答
に
も
支
障
を
来
し
て
い
る
よ
う
で
、
そ
の
蔵
書
中
に
は
当
時
蘭
学
者
間

で
有
名
な
ド
ド
ニ
ュ
ー
ス

moEσ
内

2
5
0
0仏
O

ロ
ZEm
の
コ
ロ
イ
ド
ブ

ッ

ク

Q
己

主

同

国

s
nr

(
和
蘭
本
草
書
)
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す

る
。
(
片
桐
一
男
〉

⑥

字

田

川
玄
随
書
翰
江
馬
蘭
斎
宛

宅
田
川
玄
随
が
自
ら
の
訳
設

「
西
説
内
科
撰
要
」
を
贈
呈
し
た
時
の
漢
文

の
害
状
で
あ
る
。
日
付
は
寛
政
九
年
七
月
で
あ
る
。

⑦
江
馬
蘭
斎
肖
像
江
馬
春
斎
模
写

文
化
十
三
年
〈
一
八
二

O
七
十
才
の
と
き
、
蘭
斎
は
肖
像
画
に
自
賛
し

た
が
、
の
ち
焼
失
し
た
。
幸
い
蘭
斎
か
ら
五
代
の
子
孫
春
斎
が
明
治
辛
丑
す

な
わ
ち
三
十
四
年
(
一
九

O
一
〉
の
夏
に
模
写
し
た
も
の
が
遣
っ
て
お
り
、

本
展
示
品
が
そ
れ
で
あ
る
。
上
部
に
は
蘭
斎
が
文
化
二
年
(
一
八

O
五
〉
五

十
九
才
の
と
き
に
草
し
た
「
家
訓
十
二
ケ
条
」
が
同
じ
く
春
斎
の
筆
で
讃
と

し
て
加
え
ら
れ
て
い
る
。
(
片
桐
一
男
〉

③
家
訓
十
二
ケ
条
江
馬
蘭
斎
筆

蘭
斎
が
文
化
二
年
(
一
八

O
五〉

十
一
月
、
五
十
九
才
の
と
き
養
父
元
澄

の
教
訓
を
も
と
に
し
て
草
し
た
も
の
で
、
終
わ
り
に
第
二
主
江
馬
春
齢
元
恭

と
あ
る
。

(
青
木
一
郎
〉

⑨

冨

士
の
図
蘭
医
フ
ェ
イ
ル
ケ
筆

蘭
医
フ
ェ

イ
ル
ケ
が
描
い
た
冨
土
の
図
に
、
商
館
長
ド
l
ブ
が
オ
ラ
ン
ダ

語
の
賛
を
加
え
た
珍
ら
し
い
掛
軸
で
あ
る
。
文
化
七
年
三
八
一

O
〉
の
作

で
、
四
代
春
齢
活
堂
が
彦
根
の
道
具
屋
作
右
衛
門
よ
り
入
手
し
た
も
の
で
あ

る。

(片
桐
一
男
〉

⑪
原
病
学
図

一
枚
桑
原
高
美
著

明
治
八
年
、
桑
原
高
美
が
大
垣
の
岡
安
庭
介
書
広
よ
り
刊
行
し、

診
断
の

一
助
の
た
め
当
時
の
蘭
方
医
達
が
診
察
室
に
か
か
げ
た
も
の
で
あ
る
。
序
文

-eんぞ
〈

の
作
者
、
江
馬
元
齢
は
金
莱
と
号
し
、
四
代
春
齢
活
堂
の
弟
で
あ
る
。
著
者

の
高
美
は
養
老
郡
上
石
津
町
一
之
瀬
の
人
、
林
庵
と
号

し
、
天
保
十
二
年

(
一
八
四
一
〉
小
森
玄
良
整
へ

入
門
、
ま
た
緒
方
洪
庵
門
人
。
格
物
堂
〈
四

代
春
齢
活
堂
の
堂
号
〉
の
社
中
で
、
男
森
庵
は
江
馬
門
人
。
〈
青
木
一
郎
〉

⑪
坪
井
信
道
顕
彰
碑
写
真

坪
井
信
道
顕
彰
碑
は
、
そ
の
生
地
揖
斐
川
町
に
よ
っ
て
明
治
百
年
記
念
事

業
と
し
て
建
て
ら
れ
、
昭
和
四
十
二
年
五
月
十
日
、
そ
の
除
幕
式
が
行
な
わ

れ
た
。
大
垣
市
の
北
方
十
五
キ
ロ
、
近
鉄
揖
斐
線
の
終
点
よ
り
南
へ
百
メ
l

は
が
な
が

ト
ル
、
座
永
街
道
入
口
に
あ
る
。
碑
文
字
筆
者
は
曲
目
孫
坪
井
誠
太
郎
東
大
名

与
教
授
で
あ
る
。
信
道
の
出
生
地
殴
永
は
、
こ
の
碑
の
東
方
三
百
メ

ー
ト
ル

の
所
で
、
坪
井
信
道
生
誕
地
な
る
標
柱
が
立
っ

て
い
る
。

(青
木

一
郎
〉

⑫
杉
田
玄
白
、
伯
元
書
翰
江
馬
蘭
斎
宛

十
月
十
五
日
、
杉
田
玄
白
と
養
子
伯
元
と
の
連
名
に
な
っ
て
い
る
が
、
筆

跡
を
検
す
る
と
、
明
ら
か
に
玄
自
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

「
勧
(
花

押
〉
」
の
箇
所
だ
け
が
別
筆
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
の
み
が
伯
元
の
筆
に
な
る
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も
の
と
見
受
け
ら
れ
る
。
追
申
の
中
で
「
私
も
老
境
」
と
い
っ
て
い
る
が
、

玄
白
の
こ
と
と
し
て
矛
盾
し
な
い
。

玄
白
は
老
境
に
入
つ
て
な
お
蘭
学
研
習
を
望
ん
で
い
る
若
者
を
養
子
に
迎

え
た
く
物
色
中
で
、
伯
元
と
と
も
に
そ
の
周
旋
方
を
江
馬
春
齢
に
懇
請
し
て

い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
文
中
に
み
え
る
「
宗
元
老
御
兄
弟
」
と
は
大
垣
落

医
吉
川
宗
元
と
そ
の
弟
広
簡
を
指
す
。
宗
元
は
前
野
良
沢
の
高
弟
で
あ
っ

た
。

(
片
桐
一
男
〉

⑬
五
液
診
法
江
馬
蘭
斎
訳
書

わ
が
国
で
最
も
古
い
洋
方
診
断
学
書
で
、
原
書
は
ポ
イ
セ
ン
の
内
科
書

「
人
体
の
排
せ
つ
物
に
つ
い
て
の
論
」
で
あ
る
。
こ
の
原
奮
を
蘭
斎
は
前
野

良
沢
に
つ
い
て
い
る
と
き
借
り
て
写
し
た
。
良
沢
の
す
す
め
で
嶺
春
泰
、
吉

川
宗
元
、
蘭
斎
の
三
人
の
リ
レ
ー
で
で
き
あ
が
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
五
液
と

は
尿
、
使
、
汗
、
唾
液
、
幅
吐
物
で
あ
り
、
「
索
開
」
「
古
今
注
」
に
「
五

臓
化
ν
液
云
々
」
と
あ
り
、
尿
は
五
臓
よ
り
出
る
液
の
一
つ
で
魯
名
は
こ
れ

に
よ
っ
た
。

江
馬
塾
で
の
テ
キ
ス
ト
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
開
板
願
い
は
文
化
元

年
(
一
八

O
四
〉
で
、
刊
行
は
文
化
十
三
年
で
あ
る
。
こ
こ
に
展
示
し
た
の

は
、
和
文
と
漢
文
の
草
稿
、
開
板
願
い
書
、
版
木
と
刊
本
(
漢
文
二
冊
〉
で

あ
る
。

(
青
木
一
郎
)

⑬
医
治
答
話
江
馬
蘭
斎
先
生
著
述

表
題
「
医
治
答
話
全
」
の
文
字
は
楽
翁
公
白
書
。
表
紙
は
花
か
つ
美
形

御
好
、
楽
翁
老
公
御
手
沢
口
問
、
楽
享
文
庫
印
あ
り
。
内
容
は
「
或
問
」
「
答

話
」
の
問
答
式
で
あ
る
が
、
文
化
十
一
年
(
一
八
一
四
〉
の
刊
本
の
と
き
は

「
江
波
医
事
問
答
」
と
な
り
、
蘭
斎
が
門
人
沼
波
周
達
の
問
い
に
答
え
た
も

の
で
あ
る
。
序
文
に
よ
る
と
こ
の
間
答
が
文
化
三
年
よ
り
始
め
ら
れ
た
こ
と

が
わ
か
る
。

(
青
木
一
郎
〉

⑬

好
関
斎
漫
筆
江
馬
蘭
斎
筆

三
冊

故
事
、
故
実
、
字
義
、
訓
誠
ま
た
病
家
の
出
来
事
な
ど
を
、
何
く
れ
と
筆

に
ま
か
せ
て
記
し
た
も
の
。

⑮

西
本
願
寺
御
門
跡
御
病
気
-
一
付
、
京
都
へ
罷
越
候
一
件
覚
書
江
馬
蘭

斎
筆

寛
政
十
年
(
一
七
九
八
)
二
月
、
蘭
斎
が
京
都
西
本
願
寺
文
如
上
人
の
治

療
に
立
っ
た
理
由
か
ら
書
き
お
こ
し
、
上
人
の
病
状
、
治
療
、
軽
快
の
様

子
、
京
都
で
の
動
静
、
つ
い
で
大
垣
へ
帰
る
ま
で
の
出
来
事
を
精
細
に
記
し

た
も
の
。

(
青
木
一
郎
)

⑫

西
客
対
話
江
馬
関
斎
筆

寛
政
六
年
(
一
七
九
四
)
四
月
、
商
館
長
へ
ム

ミ
イ
、
蘭
医
ケ
ル
レ
ル
な

ど
を
伴
な
っ
て
参
府
し
た
。
大
槻
玄
沢
ら
は
五
月
四
、
五
日
の
両
日
、
そ
の

蘭
人
客
館
に
出
む
い
て
彼
等
と
対
話
し
た
。
そ
の
様
子
を
玄
沢
が
自
記
し
た

も
の
が
「
西
資
対
時
」
で
あ
る
。
こ
の
警
を
蘭
斎
が
写
し
た
も
の
で
あ
る
。

か
ん
れ
い

⑬

管
議
秘
言
江
馬
蘭
斎
筆

自
然
哲
学
と
で
も
い
う
べ
き
前
野
良
沢
の
訳
著
書
で
あ
る
、
「
管
愈
秘

言
」
は
安
永
六
年
(
一
七
七
七
〉
正
月
に
で
き
上
っ
た
。
こ
の
蓄
を
蘭
斎
が

写
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑮

和
蘭
医
方
纂
要

草

稿

江

馬

元

弘

三
代
春
齢
元
弘
の
こ
の
訳
書
四
巻
は
、
文
化
十
四
年
(
一
八
一
七
〉
刊
行

さ
れ
た
。
ボ
イ
セ
ン
の
目
例
に
よ
っ
て
病
門
を
た
て
衆
密
か
ら
類
を
得
て
摘

録
し
、
こ
れ
に
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
容
の
凡
例
に
よ
り
ポ
イ
セ
ン
・
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プ
カ
ソ

・
ア
ア
ル
ド
ゲ
ワ
ス
な
ど
二
十
種
類
の
蘭
書
が
江
馬
艶
に
所
蔵
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
(
青
木
一
郎
〉

⑫
蘭
化
先
生
伝
江
馬
細
香
撰

江
馬
細
香
の
撰
文
に
か
か
る
「
蘭
化
先
生
伝
」
は
、
す
で
に
刊
本
と
し
て

「
医
史
料
」
第
七
号
(
明
治
二
十
九
年
〉
等
に
収
録
さ
れ
て
い
て
周
知
の
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し、

展
示
本
は
、
細
香
が
師
の
頼
山
陽
に
添
削
を
受
け
た

無
題
の
稿
本
に
含
ま
れ
て
お
る
も
の
で
あ
る
。
本
典
の
細
呑
の
笠
は
文
政
八

年
か
ら
九
年
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
山
陽
の
添
削
の
跡
な
ら
び
に
評
語
が

み
え
て
、
撰
文
完
成
へ
の
過
程
を
知
る
こ
と
が
で
き
て
、
そ
の
史
料
価
値
は

す
こ
ぶ
る
高
い
。
(
片
桐
一
男
〉

@
蘭
斎
先
生
墓
表
江
馬
細
香
撲

蘭
斎
病
没
の
翌
年
天
保
十
年
(
一
八
三
九
〉
三
月
、
大
垣
市
藤
江
町
二
の

禅
桂
寺
内
に
蘭
斎
の
墓
碑
が
建
て
ら
れ
た
。
碑
面
の
「
好
関
斎
先
生
江
馬
氏

之
墓
」
の
十
文
字
は
、
大
垣
港
係
官
河
合
東
阜
の
筆
、
碑
文
は
細
香
が
撰
し

た
も
の
で
あ
る
。
展
示
舎
は
細
呑
の
第
十
に
な
る
も
の
に
後
藤
松
陰
が
朱
筆
添

削
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
松
陰
は
大
垣
の
東
郊
安
八
町
名
森
の
医
後
藤
玄

仲
の
次
男
で
、

山
陽
門
下
と
し
て
名
を
成
し
た
。

(
青
木

一
郎
〉

@

門
人
姓
名
録

一
mm

商
問
斎
閲
塾
の
寛
政
七
年
ハ
一
七
九
五
〉
よ
り
明
治
十
八
年
ま
で
の
=
三
二

名
の
門
人
姓
名
録
で
あ
る
。
す
べ
て
が
自
箸
と
は
い
え
な
い
。
吉
川
宗
元
、

同
広
館
、
小
森
玄
良
、
藤
林
泰
助
、
江
馬
摺
闘
な
ど
の
名
が
見
ら
れ
る
。

@
格
物
堂
社
中
門
人
姓
名
録

格
物
堂
は
四
代
春
鈴
活
堂
の
堂
号
で
あ
る
。
門
人
の
野
川
杏
平
に
よ
っ
・て

文
久
二
年
ハ
一

八
六
二
〉
に
刊
行
さ
れ
た
。
八
十
七
名
の
姓
名
住
所
が
列
記

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
六
十
五
名
は
前
の
門
人
姓
名
録
に
み
ら
れ
る
。

八
十
七
名
の
中
に
は
江
馬
檎
圏
、
同
天
江
、

同
元
齢
(
活
堂
弟
〉
、
熊
谷
謙

斎
(
熊
谷
岱
蔵
、
青
山
徹
蔵
の
祖
父
)
な
ど
の
名
が
見
ら
れ
る
。

@
前
野
師
開
化
先
生
圏
諸
全
五
冊

竹
諮
一

冊
、
山
水
諮
四
冊
、
前
野
良
沢
(
蘭
化
)
の
自
署
は
な
い
が
、
江

馬
活
堂
〈
四
代
春
齢
)
に
よ
る
箱
書
き
と
説
明
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
前
野

蘭
化
と
江
馬
蘭
斎
と
は
も
と
よ
り
師
弟
の
間
柄
で
あ
る
が
、
殊
の
外
、
心
の

通
い
合
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
活
堂
は
蘭
斎
六
十
才
の
と
き

の
孫
で
あ
り
、
一一一
十
年
間
教
導
を
得
て
人
と
な
っ
た
。

し
た
が
っ

て
蘭
化
の

自
署
な
く
、
蘭
化
の
作
画
例
世
に
ま
れ
な
り
と
い
え
、
活
堂
の
言
に
は
信
頼

が
お
け
る
。
各
冊
表
紙
の
表
題
に
「
古
人
の
写
意
」
と
特
に
添
え
書
き
さ
れ

て
あ
る
通
り
、
蘭
化
が
先
人
の
作
を
縮
模
し
た
も
の
で
、
余
白
に
加
え
ら
れ

て
い
る
賛
文
に
は
李
白
な
ど
の
詩
が
認
め
ら
れ
る
。

(
片
桐
一
男
〉

②

シ

l
ボ
ル
ト
訳
草
木
目
録
江
馬
活
堂
著

四
代
春
齢
活
堂
は
水
谷
盛
文
、
山
本
亡
羊
に
学
び
、
伊
藤
圭
介
を
友
と
し

て
本
草
を
研
究
し
、
精
し
か
っ
た
。
本
書
の
裏
表
紙
に
は

「
此
書
ハ
先
年
シ

イ
ボ
ル
ト
来
レ
ル
ト
キ
ニ
著
セ
ル
書
ヲ
原
本
ト
シ
、
余
チ
ユ
ン
ベ
ル
グ
ノ
書

等
ヲ
以
テ
増
補
セ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
此
本
複
本
ナ
シ
、
貸
シ
失
フ
ベ
カ
ラ
ズ
」

と
書
き
入
れ
て
い
る
。
字
国
川
橋
庵
に
同
名
の
著
書
が
あ
り、

冒
頭
に
「
江

馬
氏
日
夕
、
此
雲
中
ノ
名
、
和
蘭
名
-
一
ア
ラ
ズ
、
皆
既
騨
旬
名
ナ
リ
云
々
」
の

注
が
あ
り
、
活
堂
の
こ
の
怒
を
参
考
に
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
(
青
木
一
郎
)

⑧
格
物
堂
常
用
方
梨

格
物
堂
は
四
代
春
齢
活
堂
の
堂
号
で
あ
る
。
天
保
六
年
(
一
八
三
五
)
、

「
藤
渠
江
馬
先
生
常
用
方
集
」
は
門
人
山
川
昌
隆
の
著
作
で
あ
る
。
藤
渠
は
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活
堂
の
別
号
で
あ
る
。
こ
れ
を
増
校
補
し
た
も
の
が
本
書
で
、
門
人
の
野
川

杏
平
と
安
江
敬
内
の
両
名
に
よ
っ
て
、
文
久
三
年
(
一
八
六
三
〉
に
著
わ
さ

れ
た
。
江
馬
塾
に
お
け
る
蘭
斎
以
来
の
治
療
処
方
の
集
大
成
で
あ
る
。

(青

木
一
郎
)

@
中
野
柳
圃
の
「
四
法
諸
時
対
訳
」

蘭
斎
筆
写
に
よ
る
こ
の
写
本
の
表
紙
に
は
表
題
の
ほ
か
に
「
本
文
は

お
宅
四
日
の
名
門
似
品
r
o
g同
ニ
取
ル
」
と
書
い
て
あ
る
。

ぜ〈日
-
m
和
毛
色
に
は

「
z
a
n
E
S円

師

nZωMVS白
rroロ
え
」
(
オ
ラ
ソ
ダ
語
文
法
)
と
い
う
著
書

が
あ
り
、
一
七

O
八
年
に
刊
行
、
そ
の
後
も
版
を
重
ね
た
。
長
崎
の
中
野
柳

園
は
門
人
の
西
吉
右
衛
門
か
ら
こ
の
原
蓄
を
借
り
受
け
、
オ
ラ
ン
ダ
語
文
法

を
習
得
し
、
数
編
の
文
法
容
を
著
わ
し
た
。

忠
毛
色
の
一
七

O
八
版
で
は
「
動
詞
」
の
章
は
五
十
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ

が
、
柳
国
は
そ
の
う
ち
か
ら

Z
2
2
(学
ぶ
〉
を
中
心
と
し
た
十
ペ
ー
ジ

を
も
と
と
し
、
こ
の
書
物
を
著
わ
し
た
。
文
化
二
年
〈
一
八

O
五
〉
で
、
彼

の
晩
年
の
著
作
で
あ
る
。
な
お

「
四
法
」
と
は
四
つ
の
話
法
の
こ
と
で
、
彼

は
こ
れ
を
直
説
法
、
使
令
法
、
死
語
法
お
よ
び
不
限
法
と
訳

し
た
。
「
諸

時
」
と
は
時
称
の
こ
と
で
、
未
完
了
お
よ
び
完
了
の
現
在
、
過
去
法
お
よ
び

未
来
の
こ
と
で
あ
り
、
本
書
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
江
馬
本
の
他
に
は
も
う
一
本
の
所
在
が
知
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

〈
斎
藤
信
〉

⑧
中
野
柳
聞
の
コ
ニ
種
諸
格
編
」

本
書
は
、
馬
場
貞
由
の
「
訂
正
蘭
語
九
品
集
」
の
中
に
コ
ニ
種
諸
格
ト
イ

ヘ
ル
ハ
先
生
著
述
中
ノ
一
詮
名
ナ
リ
」
と
い
う
一
節
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で

書
名
だ
け
が
知
ら
れ
て
い
た
。
三
代
目
江
馬
春
齢
元
弘
の
筆
写
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

内
容
は
十
三
章
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
十
章
ま
で
が
主
要
な
部
分
で
そ
れ

以
下
は
、
本
書
の
題
名
か
ら
す
れ
ば
附
録
と
考
え
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。

「
三
種
」
と
は
も
ち
ろ
ん
名
詞
な
ど
の
三
つ
の
性
の
こ
と
で
、
柳
闘
は
こ
れ

を
「
陰
、
陽
、
中
」
と
し
て
い
る
。
「
諸
格
」
と
は
六
つ
の
格
の
こ
と
で
、

彼
は
主
格
を
「
正
」
、
所
有
格
を
「
主
」
、
与
格
を
「
与
」
、
対
格
を
「
所
」
、

呼
格
を
「
呼
」
そ
し
て
奪
格
を
「
取
」
と
訳
し
て
い
る
。
著
作
の
年
代
は
明

ら
か
で
な
い
が
、
比
較
的
初
期
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
江
馬
本
を
含
め
て

現
存
す
る
も
の
は
わ
ず
か
二
部
で
あ
る
。
(
斎
藤
信
〉

@
盟
諸
根
江
馬
蘭
斎
筆

蘭
斎
は
蘭
書
翻
訳
の
目
的
の
た
め
に
幾
種
類
も
の
単
語
帳
を
作
製
し
て
い

る
。
医
学
用
語
を
主
と
し
た
も
の
や
、
一
般
的
な
単
語
の
も
の
、
あ
る
い
は

( 73 ) 

A
B
C
順
の
も
の
や
、
は
た
ま
た
小
型
の
折
本
仕
立
に
し
て
携
帯
に
使
な
ら

し
め
た
も
の
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
で
も
、
本
書
は
ハ
ル
マ

の
蘭
仏
辞
典
、
ハ
ン
ノ
ッ
ト
の
蘭
羅
辞
典
、
マ
ア
リ
ン
の
蘭
仏
辞
典
か
ら
言

葉
を
選
沢
し
て
作
製
し
た
も
の
で
、
ム
印
は
ハ
ル
マ
、
口
印
は
ハ
ン
ノ

ッ

ト、

O
印
は
マ
ア
リ

ン
か
ら
と
、
凡
例
を
つ
け
て
出
典
を
明
記
し
て
い
て
貴

重
で
あ
る
。
全
百
十
三
了
。
(
片
桐

一
男
〉

@

手

紙

巻

物

三

巻

司
馬
江
漢
、
小
森
玄
良
、
坪
井
信
道
、
伊
東
玄
朴
、
戸
塚
静
海
、
緒
方
洪

庵
、
斎
藤
方
策
、
字
国
川
熔
庵
な
ど
か
ら
の
手
紙
を
は
り
合
せ
た
も
の
で
、

何
れ
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

ヒ

ボ

カ

ラ

テ

③
題
比
剥
加
技
的
私
像
江
馬
金
粟
作

-e
ん
ぞ
て

金
莱
は
四
代
春
齢
活
堂
の
弟
元
齢
の
号
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
の
遺
稿
集
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「
黄
雨
楼
詩
文
集
」
の
中
に
あ
る
も
の
で
、
黄
雨
楼
は
彼
の
別
号
で
あ
る
。

註
に
「
桑
原
禎
造
之
嘱
」
と
あ
る
。
領
造
は
養
老
郡
上
石
津
町
一
之
瀬
の
人

で
小
森
玄
良
の
門
人
で
あ
る
。
江
馬
門
下
の
人
は
友
人
な
ど
が
開
業
す
る
と

き
こ
れ
を
魯
い
て
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
他
金
粟
に
は
オ
ラ
ン
ダ
語
の
ヒ
ポ
グ
ラ
テ
ス
像
賛
や
漢
詩
の
「
神
良

氏
像
讃
」
な
ど
が
あ
る
。
(
青
木
一
郎
)

@
蘭
斎
先
生
御
著
述
草
稿
本
入
り
本
箱

展
示
品
は
こ
の
本
箱
の
蓋
で
あ
る
。
こ
の
本
籍
に
入
っ
て
い
た
草
稿
本
の

書
名
が
蓋
の
裏
に
列
記
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
門
人
飯
尾
静
安
の
も
の
江
田
内

閣
個
闘
で
あ
る
。
ハ
ル
マ
辞
書
二
、
マ
ア
リ
ン
辞
書
二
、
プ
カ
ン
内
科
書
二
、

ス
ウ
イ
テ
ソ
内
科
書
一
そ
の
他
七
種
類
の
容
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
容
は
七
代

春
齢
益
也
が
京
都
大
学
へ
寄
贈
し
た
。

(
青
木
一
郎
)

「
な
お
、
江
馬
蘭
斎
に
宛
て
た
前
野
良
沢
と
杉
田
玄
白
の
書
翰
に
つ
い
て

は
古
文
書
研
究
第
六
号
(
片
桐
一
男
〉
を
参
照
し
て
下
さ
い
」

以
上
資
料
展
開
催
に
つ
い
て
は
江
馬
正
次
郎
氏
、
内
藤
記
念
く
す
り
博
物

館
の
諸
氏
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
こ
と
を
深
謝
し
ま
す
。

青
木
一
郎
記

新
刊
の
地
方
出
版
医
史
紹
介
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。
大
西
泰
久

・
猪
股
誠
也

『
北
海
道
の
医
療
史
』

A
5
変
形
判
一

O
六
頁
非
売
品

札
幌
市
中
央
区
北
一
西
十
北
海
道
医
療
新
聞
社
刊
(
昭
日

・
9
〉

(
医
史
学
会
員
に
は
送
料
共
て
ニ

O
O円
切
手
に
て
頒
布
、
同
社
猪

股
誠
也
宛
申
込
ま
れ
た
し
)

。
米

国

正

治

『
島
根
県
医
学
史
党
替
』

B
6
判
二
二
五
頁
一
、
三

O
O
門

松
江
市
外
中
原
町
一
九
二
報
光
社
刊
(
昭
日

-m〉

( 74 ) 

。
鍵

山

栄

『
佐
賀
の
蘭
学
者
た
ち
』

B
6
判
一
五
三
頁
九

O
O円

佐
賀
市
松
原
一
丁
目
佐
賀
新
聞
社
刊
ハ
昭

m
-m)

。
森

重

孝

『
薩
摩
医
人
群
像
』

B
6
判

二

五

三

貰

て

三

O
O円

鹿
児
島
市
東
千
石
町
十
一
春
苑
堂
書
庖
刊
(
昭
日

・
ロ〉



n 
書

評
】

矢
数
道
明
著
『
ブ

1
ゲ
ン
ピ
ル
島
兵
姑
病
院
の
記
録
』

本
学
会
理
事
で
東
洋
医
学
の
権
威
と
し
て
令
名
の
高
い
矢
数
道
明
氏
が
去

る
第
二
次
大
戦
中
に
軍
医
と
し
て
南
方
各
地
、
と
り
わ
け
プ
l
ゲ
ン
ピ
ル
島

の
第
一
線
に
従
軍
さ
れ
た
折
の
貴
重
な
体
験
記
が
こ
の
た
び
表
題
の
単
行
本

に
ま
と
め
ら
れ
て
出
版
さ
れ
た
。

文
字
通
り
身
を
死
生
の
問
に
お
く
歳
月
の
末
、
昭
和
一
二
年
三
月
復
員
さ

れ
た
の
だ
が
、
本
土
と
連
絡
の
途
絶
え
た
原
地
で
悪
疫
と
戦
い
、
食
用
と
な

る
天
然
資
源
を
求
め
て
山
野
を
歩
き
、
原
住
民
と
接
触
し
、
よ
く
飢
餓
に
悩

む
兵
士
を
救
う
に
至
っ
た
努
力
の
過
程
が
っ
つ
ま
し
い
筆
で
淡
々
と
画
か
れ

て
い
て
読
む
者
の
感
動
を
さ
そ
う
。

S

ご

ぞ

し

良
質
の
澱
粉
を
豊
か
に
含
む
西
穀
榔
子
の
話
、
ま
た
腐
敗
し
た
さ
ど
や
し

に
涌
く
虫
に
塩
を
つ
け
て
焼
く
と
海
老
よ
り
も
美
味
で
あ
っ
た
と
い
う
話
、

同
じ
腐
木
に
群
生
す
る
茸
を
こ
わ
ご
わ
と
、
し
か
し
ま
ず
自
ら
試
食
さ
れ
る

話
な
ど
、
神
農
さ
な
が
ら
の
活
躍
ぶ
り
で
、
外
柔
内
剛
の
氏
の
蔚
目
が
躍
如

と
し
て
い
る
。
ほ
か
に
も
、
じ
ん
ま
し
ん
に
卓
効
を
示
し
た
オ
ル
グ
と
い
う

毒
苧
の
整
、
頑
鮮
に
効
く
カ
シ
ア
ア
ラ
タ
の
菜
、
熱
帯
潰
湯
に
効
く
南
方
ム

ラ
サ
キ
の
根
、
栄
養
失
調
の
浮
腫
に
効
く
横
榔
樹
の
実
の
外
果
皮
、
ト
ウ
モ

ロ
コ
シ
の
毛
、
ア
メ
ー
バ
赤
痢
に
よ
い
パ
パ
イ
ヤ
の
葉
、
マ
ラ
リ
ヤ
に
ア
テ

プ
リ
ン
と
兼
用
し
て
よ
か
っ
た
縞
素
馨
の
樹
皮
な
ど
、
貴
重
な
体
験
の
数
々

が
語
ら
れ
て
い
る
。

原
住
民
の
一
般
衛
生
調
査
の
記
録
も
医
学
人
類
学
的
に
食
重
な
報
告
で
あ

ろ
う
。
推
定
年
令
、
身
長
、
体
重
、
胸
囲
、
肝
肥
大
、
稗
麗
、
マ
ラ
リ
ヤ
原

虫
、
眼
疾
、
歯
疾
、
皮
膚
病
、
血
液
型
、
腸
内
寄
生
虫
、
噌
好
に
わ
た
る
広

般
な
研
究
で
、

更
に
原
住
民
の
行
な
っ
て

い
る
医
療
の
実
態
に
つ
い
て
も
詳

し
い
記
録
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
学
問
的
労
作
に
も
ま
し
て
感
銘
深
い
の
は
、
第
一
線
で
の
戦
争

を
体
験
し
な
か
っ
た
世
代
の
吾
々
に
過
ぐ
る
悲
惨
な
大
戦
の
い
ま
ま
で
あ
ま

り
語
ら
れ
な
か
っ
た
一
一
回
を
教
え
て
く
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
西
欧

的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
は
異
質
な
日
本
的
人
道
主
義
と
で
も
よ
ん
だ
ら
よ
い

の
か
も
し
れ
な
い
日
本
人
の
琴
線
に
触
れ
る
あ
る
も
の
で
あ
る
。

医
道
の
日
本
社
刊
一
五

O
O円
(
大
塚
恭
男
)

( 75 ) 

矢
数
道
明
著
『
臨
床
四
十
五
年

第
四
集
』

漢
方
治
療
百
話

著
者
は
昭
和
三
五
年
に
『
漢
方
治
療
百
話
』
第
一
集
を
刊
行
さ
れ
て
以

来
、
五
年
毎
に
そ
の
聞
の
業
績
を
取
捨
し
、
粋
を
す
ぐ
っ
て
、
第
二
、
第
一
一
一

集
と
刊
行
さ
れ
、
昭
和
五

O
年
末
に
表
題
の
第
四
集
を
上
梓
さ
れ
た
。

全
巻
は
第
一
線
、
治
療
篇
、
第
二
編
、
論
説
篇
、
第
三
編
、
随
筆
篇
、

第
四
縮
、
叢
談
篇
の
四
部
か
ら
成
り
、
ほ
か
に
附
録
と
し
て
対
象
期
間
の
著

作
総
目
録
が
あ
る
。

治
療
篇
は
著
者
の
専
門
と
す
る
模
方
治
療
の
治
験
例
か
ら
な
り
、
論
説
篇

は
漢
方
治
療
に
関
す
る
綜
説
や
啓
蒙
的
論
文
の
ほ
か
、
医
史
学
に
か
か
わ
り
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を
も
っ
「
明
治
以
降
漢
洋
両
医
学
の
対
立
と
交
流
の
変
遷
に
つ

い
て
」
と
か

「
後
世
派
医
学

(
金
元
李
朱
医
学
)
の
特
質
に

つ
い
て
」
な
ど
の
好
著
が
み

ら
れ
る
。

医
史
学
関
係
の
論
文
は
随
筆
筋
、
叢
談
篇
に
数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
著

者
の
最
大
の
研
究
テ
i
マ
で
あ
る
団
代
三
喜
、
曲
直
瀬
道
三
、
同
玄
朔
ら
に

関
す
る
論
者
が
最
も
多
く
あ
わ
せ
て
入
筋
を
数
え
る
。
こ
の
中
に
は
例
え
ば

「曲
直
瀬
玄
朔
が
後
腸
成
天
皇
に
灸
治
を
し
た
始
末
記
」
の
よ
う
な
注
目
す

べ
き
論
文
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
従
来
、
慶
長
三
年
に
玄
朔
が
後
陽
成
天

皇
に
灸
治
を
行
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
は
誤
り
で
、

こ
の
際
は
玄
朔
が
灸

治
を
進
言
し
た
が
一
候
家
、
腕
柚
司
家
の
先
例
が
な
い
と
の
反
対
で
実
施
に
は

至
ら
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
天
皇
に
灸
治
を
行
な
っ

た
の
は
、

慶
長
九
年
五
月
二
七
日
で
、
後
陽
成
天
皇
が
態
腫
を
怠
わ
ら
れ
た

時
に
玄
朔
が
こ
れ
を
行
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
折
は
中
ノ
院
入
道
也
足
軒
が

先
例
を
み
つ
け
て
や
っ
と
突
施
に
至
っ

た
と
の
こ
と
で
、
こ
の
先
例
が
い
つ

の
こ
と
か
は
記
録
が
煙
滅
し
た
現
在
知
る
よ
し
も
な
い
が
、
そ
れ
が
事
実
と

す
れ
ば
玄
朔
の
場
合
は
天
皇
に
施
灸
し
た
こ
例
目
と
い
え
る
わ
け
で
、

灸
治

の
歴
史
上
き
わ
め
て
重
要
な
発
見
と
い
え
よ
う
。

著
者
の
倦
む
こ
と
な
き
探
求
心
に
深
い
敬
意
を
は
ら
い
、
本
書
が
旧
三
番

と
と
も
に
同
学
諸
兄
姉
に
広
く
む
か
え
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

(
大
塚
恭
男
〉

二
つ
の
ハ

1
ヴ
ィ
伝
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阿
知
波
五
郎
著
『
血
液
は
循
環
す
る
|
|
ハ
1
ベ
イ
伝
』

中
村
被
皇
箸
『
血
液
循
環
の
発
見
|
|
ウ
ィ
リ
ア
ム

・
ハ
l
ヴ
イ
の

生
涯
』

ウ
ィ
リ
ア
ム

・
ハ
l
ヴ
イ
の
主
著
『
心
臓
と
血
液
の
運
動
』
は
岩
波
文
庫

で
読
め
る
が
、
日
本
語
に
よ
る
伝
記
は
今
迄
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
昨
年

三
九
七
六
)
、
阿
知
波
氏
、
本
年
(
一
九
七
七
〉
中
村
氏
に
よ
る
ハ
1
ヴ

ィ
伝
が
出
た
事
は
喜
ば
し
い
限
り
で
あ
る
。

阿
知
波
本
の
目
次
は
ハ

l

ベ
イ
の
生
涯
・
『
心
臓
の
運
動
に
つ
い
て
』

〈
血
液
循
環
説
の
ま
え
〉

・
ハ
l
ベ
イ
の
『
心
臓
の
運
動
に
つ
い
て
』
〈
血

液
循
環
に
つ

い
て
〉
・

『
血
液
循
環
』
説
の
受
け
と
り
か
た

・
『
血
液
循

環
』
の
あ
と

・
弟
子
と
友
達

・
ハ
l
ベ
イ
の
死

・
『
血
液
循
環
』
発
見
の
影

響
と
な
り
、
中
村
本
は
出
自
と
修
学

・
ハ
1
ヴ
イ
以
前

・
青
年
か
ら
壮
年

へ
・
心
臓
と
血
液
の
運
動

・
循
環
論
の
着
想

・
ハ
1
ヴ
イ
の
生
命
観

・
動
乱

の
さ
な
か
に

・
動
物
の
発
生

・
血
液
循
環
論
の
行
方

・
晩
年
と
死
で
あ
る
@

阿
知
波
本
は
国
土
社
の
青
少
年
向
け
の
「
世
界
を
動
か
し
た
人
び
と
」

シ

リ
ー
ズ
の
第
二
巻
で
あ
り
、
青
少
年
向
け
の
啓
蒙
害
と
い
う
制
限
が
あ
る
。

ハ
l
ヴ
イ
の
生
涯
と
主
著
『
心
臓
と
血
液
の
逮
動
』
を
中
心
に
容
か
れ
、
ハ

1
ヴ
イ
以
前
以
後
の
解
剖
学
と
生
理
学
史
が
記
さ
れ
、
ハ

l
ヴ
イ
の
信
奉
し

た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
遺
跡
探
訪
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
本
の
第

一
の
特
徴
は

前
著
『
ヘ
ル
マ
ン

・
プ
l
ル
ハ
1
ヴ
ェ
』
で
も
と
ら
れ
た
実
地
探
訪
調
査
の

手
法
で
あ
る
。
そ
れ
が
読
者
を
と
ら
え
、
豊
富
な
写
真
・
さ
し
絵
と
共
に
、
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臨
在
感
を
与
え
て
い
る
。

中
村
本
も
岩
波
新
書
と
い
う
制
限
が
あ
る
が
、
一
般
向
け
で
あ
る
た
め
、

質
量
共
に
阿
知
波
本
を
上
回
る
。
中
村
氏
は
生
物
学
通
史
書
『
生
物
学
の
歴

史
』
河
出
書
房
新
社
、
『
生
物
学
を
創
っ
た
人
び
と
』
日
本
放
送
出
版
協
会

を
手
が
け
て
お
り
、
彼
の
今
ま
で
の
主
研
究
の
一
つ
は
ハ

l
ヴ
イ
研
究
で
あ

っ
た
。
そ
の
点
で
本
警
は
日
本
で
の
最
適
任
者
が
書
い
た
も
の
と
言
う
こ
と

が
出
来
る
。

ハ
1
ヴ
イ
は
そ
の
生
涯
に
於
て
、
血
液
循
環
論
の
内
容
も
変
化
し
て
行

く
。
阿
知
波
本
で
は
ハ
1
ヴ
イ
の
主
著
を
も
と
と
し
て
ハ

l
ヴ
イ
の
血
液
循

環
が
解
説
さ
れ
て
い
る
。
中
村
本
は
ハ
1
ヴ
イ
の
生
理
学
思
想
と
か
ら
め
な

が
ら
、
そ
の
後
の
著
書
『
血
液
の
循
環
』
や
『
動
物
の
発
生
』
を
も
追
い
、

ハ
l
ヴ
イ
の
主
張
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
ハ

l
ヴ
イ
の
生
物
学

史
上
の
最
大
の
功
績
が
血
液
循
環
論
に
限
定
し
て
は
な
ら
な
く
、
実
験
生
理

学
と
そ
の
方
法
の
発
展
継
承
に
意
味
を
見
出
し
て
い
る
。
ま
た
ハ

l
ヴ
イ
が

決
し
て
機
械
論
者
で
な
く
、
さ
ら
に
ガ
リ
レ
オ
流
の
力
学
的
手
法
〈
例
え
ば

血
流
量
の
測
定
)
が
ハ

l
ヴ
イ
の
第
一
の
手
法
や
根
拠
で
な
か
っ
た
こ
と
を

明
確
に
し
て
い
る
。

両
書
と
も
ハ

l
ヴ
イ
以
前
の
解
剖
学

・
生
理
学
を
一
示
し
、
ハ
1
ヴ
イ
の
立

場
を
浮
彫
り
し
、
さ
ら
に
ハ

l
ヴ
イ
以
後
を
追
う
。
し
か
し
、
中
村
本
は
王

立
協
会
あ
た
り
で
筆
を
止
め
る
。
阿
知
波
本
は
一
九
四

O
年
頃
ま
で
に
至
る

が
、
必
ず
し
も
心
臓
と
血
液
循
環
の
知
識
の
深
化
と
発
展
を
ち
密
に
適
切
に

追
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
点
が
あ
る
。
勝
手
な
事
を
言
え
ば
、
両
書
が
、

現
在
の
中
学
理
科
あ
た
り
の
知
識
が
確
立
し
た
過
程
を
適
確
に
追
っ
て
呉
れ

た
ら
、
読
者
達
の
現
在
の
知
識
と
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
、
ハ
1
ヴ
イ
の
た
め

に
も
読
者
の
た
め
に
も
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ハ
l
ヴ
イ
の
研
究
は
心
臓
の
運
動
と
血
液
循
環
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
の
他
の
研
究
は
日
本
人
に
殆
ん
ど
知
ら

れ
て
い
な

い
。
中
村
本
は
、
医
動
物
の
発
生
に
お
い
て
、
ハ

l
ヴ
イ
の
発
生
学
を
『
動

物
の
発
生
』
の
検
討
に
よ
り
紹
介
し
て
い
る
。

両
蓄
は
こ
れ
ま
で
の
ハ

l
ヴ
イ
研
究
の
検
討
調
査
の
上
で
書
か
れ
て
い
る

が
、
ハ

l
ヴ
イ
の
伝
記
的
資
料
が
少
な
い
こ
と
が
、
両
舎
の
構
成
の
上
で
、

生
命
科
学
史
上
の
ハ
1
ヴ
イ
と
い
う
形
を
と
ら
せ
、
そ
の
事
が
、
読
者
に
生

命
科
学
史
を
学
ば
せ
る
好
結
果
と
な
っ
た
こ
と
は
有
意
義
で
あ
る
。

両
氏
の
育
ち
、
立
場
、
関
心
の
方
向
が
両
替
の
通
読
か
ら
う
か
が
わ
れ
、

中
村
本
出
版
を
機
会
に
、
評
者
は
阿
知
波
本
の
再
読
に
よ
り
、
両
替
の
併
読

を
し
た
結
果
、
両
惑
の
ち
が
い
が
、
お
互
い
に
相
補
的
な
役
割
を
な
し
て
、

一
層
の
理
解
を
促
し
た
。
そ
こ
で
両
書
の
併
読
を
お
す
す
め
す
る
。
ど
ち
ら

も
「
で
あ
る
」
調
で
な
く
、
「
で
す
」
調
で
あ
る
こ
と
が
、
内
容
を
読
み
と

り
ゃ
す
く
さ
せ
て
い
る
。
敬
愛
す
る
大
先
輩
と
畏
友
の
著
書
を
一
諸
に
読

み
、
書
評
を
脅
か
せ
て
い
た
だ
い
て
感
謝
し
て
い
る
。

(
阿
知
波
本
、
本
文
二
一
八
頁
、
年
表
七
頁
、
国
土
社
、
九
人

O
円
。
中

村
本
、
本
文
二
一
六
頁
、
岩
波
書
居
、
岩
波
新
書
九
九
二
、
二
人

O
門
)

矢

部

一

郎
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医
学
文
化
館
の
落
成
式
を
挙
行

去
る
六
月
二
六
日
、
東
京
の
郊
外
の
閑
静
な
地
、
青
梅
市
黒
沢
に
「
医
学

文
化
館
」
の
落
成
式
が
挙
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
昭
和
四
七
年
金
原
出
版
(
株
)

の
創
業
百
年
を
記
念
し
て
誕
生
し
た
財
団
法
人
日
本
医
学
文
化
保
存
会
が

後
世
に
日
本
医
学
の
発
展
の
過
程
を
正
し
く
伝
え
る
べ
く
、
そ
の
遺
産
の
保

存
、
展
示
の
場
所
と
し
て
建
設
を
す
す
め
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
た
び
完
成
し
た
一
号
館
は
耐
震
、
耐
火
、
防
湿
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
二
階
建
て
五
八

0
平
方
メ
ー
ト
ル
で
、
展
示
室
、
保
存
庫
、
関
覧
室
、
香

庫
、
作
業
室
、
事
務
室
か
ら
な
る
が
、
さ
ら
に
二
期
工
事
が
進
め
ら
れ
、
最

終
的
に
は
て

0
0
0平
方
メ
ー
ト
ル
余
に
な
る
予
定
で
あ
る
。

落
成
式
の
披
露
式
に
は
武
見
日
医
会
長
、
宮
坂
国
立
国
会
図
怠
館
長
、
安

達
東
京
国
立
近
代
美
術
館
長
、
山
崎
青
梅
市
長
ら
関
係
者
一
五

O
名
が
出

席
。
本
学
会
か
ら
は
小
川
理
事
長
は
じ
め
緒
方
、
大
鳥
、
大
矢
、
大
塚
敬

節
、
中
野
氏
等
が
出
席
し
た
。

な
お
、
医
学
文
化
館
が
本
格
的
な
活
動
を
開
始
す
る
の
は
、
建
物
の
完
全

な
乾
燥
を
待
つ
た
め
に
来
年
四
月
に
な
る
予
定
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
事

務
的
連
絡
は
金
原
出
版
(
株
)
内
医
学
文
化
保
存
事
業
部
お
よ
び
日
本
医
学
文

化
保
存
会
事
務
局
で
行
な
っ
て
い
る
。
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日
本
医
史
学
会
会
則
抄

第
一
条
こ
の
会
は
、

呂
田
内
口
「
ち
と
い
う
。

第
二
条
こ
の
会
は
、
事
務
所
を
干
旧
東
京
都
文
京
区
本
郷
二
|
一
|
一

順
天
堂
大
学
医
学
部
医
史
学
研
究
室
内
に
お
く
。

第
三
条
こ
の
会
は
、
医
史
を
研
究
し
そ
の
普
及
を
は
か
る
を
目
的
と
す

る。

日
本
医
史
学
会
己
名

g
r
a
m円
『

O
円

zag-

第
四
条
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
次
の
事
業
を
行
う
。

川
学
術
集
会
、
そ
の
他
講
演
会
学
術
展
観
の
開
催
等

問
機
関
紙
「
日
本
医
史
学
雑
誌
」
「
日
本
医
史
学
会
々
報
」
お
よ
び
関

係
図
書
等
の
刊
行
。

問
日
本
の
医
史
学
界
を
代
表
し
て
内
外
成
の
関
連
学
術
団
体
等
に
機
関

と
の
連
携

凶
そ
の
他
前
条
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業

第
五
条
こ
の
会
の
会
員
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

川

正

会

員

こ
の
会
の
目
的
に
賛
同
し
会
費
年
額
四
、

0
0
0円
を
納
め
る
者

た
だ
し
、
外
国
居
住
者
は
年
額
却
ド
ル
と
す
る
。

ω
名
誉
会
員

こ
の
会
に
対
し
功
績
顕
著
で
あ
っ
た
者
で
評
議
員
会
の
議
決
な
ら
び
に

総
会
の
承
認
を
得
た
者
。

間
賛
助
会
員

こ
の
会
の
目
的
事
業
に
賛
助
し
会
費
年
額
一

O
、

0
0
0円
以
上
を
納

め
る
者
、
ま
た
は
団
体
。

第
六
条
正
会
員
に
な
ろ
う
と
す
る
も
の
は
評
議
員
の
紹
介
に
よ
り
、
理
事

長
の
承
認
を
得
て
入
会
金
て

O
O
O円
お
よ
び
そ
の
年
度
の
会
費
を
添

え
て
所
定
の
入
会
申
込
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
名
誉
会
員
は
次
の
各
号
の
何
れ
か
に
該
当
し
理
事
会
、
評
議
員
会

が
功
績
顕
著
と
認
め
た
者
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。

川
三
十
年
以
上
の
在
籍
正
会
員
で
あ
っ
て
七
十
歳
に
達
し
た
者
。

ω
前
理
事
長
。

同
正
会
員
ま
た
は
外
国
人
で
功
績
顕
著
な
者
。

名
誉
会
員
は
終
身
と
し
て
会
費
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
賛
助
会
員
に
な
ろ
う
と
す
る
者
も
第
六
条
に
準
ず
る
。

第
九
条
会
員
に
は
次
の
権
利
が
あ
る
。

川
こ
の
会
の
発
行
す
る
機
関
誌
の
無
償
配
布
を
う
け
る
こ
と
。

ω
機
関
誌
に
投
稿
す
る
こ
と
。

同
総
会
、
学
術
大
会
、
学
術
集
会
そ
の
他
の
事
業
に
参
加
す
る
こ
と
。

第
十
条
会
員
は
、
会
費
を
前
納
し
総
会
の
議
決
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら

:
、
。

ふ
山
、
bw

第
十
一
条
会
員
は
次
の
事
由
に
よ
っ
て
そ
の
資
格
を
失
う
。

川

退

会

開
会
費
の
滞
納
が
一
年
以
上
を
経
過
し
た
と
き
。

ω
禁
治
産
、
準
禁
治
産
ま
た
は
破
産
の
宣
告
。

凶
死
亡
、
失
綜
宣
告
ま
た
は
会
員
で
あ
る
団
体
の
解
散
。

同
第
十
四
条
に
よ
る
除
名
処
分
。

こ
の
会
は
学
術
大
会
を
毎
年
一
回
開
催
し
、
学
術
集
会
は
随
時
開
催
す
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る

第
十
二
条
こ
の
会
に
は
、
年
一
回
学
術
大
会
を
主
宰
す
る
た
め
に
会
長
を

一
名
お
く
。

2

会
長
は
、
理
事
会
の
推
薦
に
よ
り
、
通
常
総
会
毎
に
理
事
長
が
委
嘱

す
る
。

3

会
長
の
主
宰
す
る
学
術
大
会
は
、
こ
の
会
の
通
常
総
会
と
同
時
点
で

開
催
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
が
や
む
を
得
な
い
事
情
の
あ
る
場
合
は

評
議
員
会
ま
た
は
総
会
の
承
認
を
得
て
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

会
長
の
任
期
は
、
学
術
大
会
を
議
決
し
た
通
常
総
会
の
翌
日
か
ら
次

の
学
術
大
会
を
終
了
す
る
と
き
ま
で
と
す
る
。

5

会
長
は
必
要
に
応
じ
理
事
会
に
出
席
し
こ
れ
と
密
接
な
連
絡
の
も
の

と
に
計
上
予
算
を
勘
案
し
て
企
図
運
営
す
る
。

6

会
長
に
事
故
あ
る
と
き
、
ま
た
は
欠
け
た
と
き
は
新
に
会
長
を
委
嘱

す
る
ま
で
理
事
長
が
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

7

会
長
は
、
学
術
大
会
関
係
事
務
を
委
嘱
す
る
た
め
に
‘
会
員
の
う
ち

か
ら
学
会
委
員
若
干
名
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

8

学
術
集
会
は
、
随
時
理
事
長
主
宰
の
も
と
に
開
く
こ
と
が
で
き
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
稿
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
こ
と
。

原
稿
は
二
百
字
ま
た
は
四
百
字
詰
一
原
稿
用
紙
に
縦
書
き
の
こ
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
こ
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
ベ

ー
ジ
(
四
百
字
原
稿
用
紙
で
大
体
十
二
枚
)
ま
で
は
無
料
と
し
、
そ
れ
を

超
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
ベ

l
ジ
ま
で
を
無
料
と
す
る
。
図
表
の
製
版
代
は
笑
授
を
徴
収
す

る
。
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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
。

別

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
り
先

東
京
都
文
京
区
本
都
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

事

務
担
当

鈴
木
滋
子

編
集
顧
問
小
川
鼎
三
、

A

・
w-
ピ
l
タ

l
ソ
ン
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日

本

医

史

学

会

役

員

氏

名

(
五
十
音
順
)

理

事

長

会

長

常
任
理
事

小

川

鼎

三

内

国

醇

大
鳥
蘭
三
郎

宗

国

一

大

滝

紀

雄

会
計
監
事

理

事
石

原

明

大
鳥
蘭
三
郎

小

川

鼎

三

酒

井

恒

中

野

操

矢
数

道

明

事
酒
井

矢
部

杉
田

今

回

見

信

大

矢

全

節

清

原

宏

鈴

木

勝

長
門
谷
洋
治

谷

津

三

雄

幹

大
塚

恭
男

古
)'1 

明
山 三宗佐緒大
形木田藤方塚

服叩道

谷
津

倣 美宮 恭
一栄一実維 男

高
山

坦

三

津

田

進

三

中

泉

行

正

中

西

啓

中
野

操

樋
口
一
誠
太
郎

本

間

邦

則

丸

山

博

三

木

栄

矢

数

道

明

安

井

広編

集

後

記 矢山谷松宮福服中 中 筒 竹
部下津木土島部 山川 井内

)/1 
一喜三明英義敏 米正真
郎 明雄知郎一良沃造 弘一

田
中
助
一

土

屋

重

朗

中

沢

修

長
門
谷
洋
治

巴

陵

宣

佑

藤
野
恒
三
郎

古

川

明

三

浦

豊

彦

山
形
倣
一

山

田

光

胤

第
七
八
四
日
本
医
史
学
会
総
会
が
岐
阜
県
下
で

開
催
さ
れ
、
会
員
の
皆
様
の
御
協
力
の
も
と
に
感

会
裡
に
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

夏
の
猛
暑
の
下
に
、
本
号
の
校
正
を
す
す
め
ま

し
た
が
、
会
員
の
皆
様
が
本
号
を
手
に
さ
れ
る
の

は
、
残
暑
の
頃
の
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。

よ
く
、
「
文
は
人
な
り
・
:
」
と
い
わ
れ
ま
す
が
、

本
誌
の
如
き
学
会
誌
に
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
い

わ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
「
人
」

が
「
学
会
」
に
か
わ
る
だ
け
で
あ
る
と
思
い
、
編

集
者
の
一
員
と
し
て
心
が
け
て
お
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
も
本
号
の
編
集
よ
り
怠

た
ち
編
集
担
当
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
一
一
一
輪
車
繭
氏

雄

以
上

に
加
わ
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
で
前
述
の

よ
う
な
本
誌
編
集
の
意
途
が
よ
り
一
一
問
た
か
め
ら

れ
、
会
員
の
皆
様
に
さ
ら
に
御
満
足
い
た
だ
け
る

も
の
が
っ
く
り
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
確
信
い

た
し
て
お
り
ま
す
。

な
お
こ
れ
は
、
会
員
の
皆
様
へ
の
お
願
い
で
す

が
、
本
誌
に
御
寄
稿
下
さ
る
と
き
は
、
ぜ
ひ
一
度

投
稿
規
程
を
御
確
認
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
世
帯
が

あ
る
こ
と
を
、
つ
い
で
な
が
ら
付
言
し
て
編
集
の

し
め
く
く
り
と
致
し
ま
す
。
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シ
ツ

一
郎

日
本
医
史
学
会
評
議
員
氏
名
〈
五
十
音
順
)

安

芸

基

雄

阿

知

波

五

郎

青

木

一

郎

石

原

明

石

原

カ

今

市

正

義

今

回

見

信

岩

治

勇

一

内

田

醇

大

鳥

蘭

三

郎

大

塚

恭

男

大

矢

全

節

緒

方

富

雄

小

川

鼎

三

大

滝

紀

雄

間

関

博

片

桐

一

男

川

島

陶

二

清

原

宏

久

志

本

常

孝

榊

原

悠

紀

回

郎

酒

井

シ

y

酒

井

恒

佐

藤

美

実

杉

田

陣

道

鈴

木

正

夫

鈴

木

勝

鈴

木

宜

民

瀬

戸

俊

一

関

俊

正

雄

宗
国

一

高

木

圭

二

郎

高

瀬

武

平

昭
和
五
十
二
年
七
月
二
十
五
日

昭
和
五
十
二
年

七

月

三

十

日

日
本
医
史
学
雑
誌

第
二
十
三

巻

三

号

編

集

者

代

表

大

鳥

蘭

日
本
医
史
学
会

発

行

者

代

表

小

川

鼎

三

一T

一一
=
一
東
京
都
文
京
区
本
郷
子
一1
一

順
天
堂
大
学
医
学
部

医
史
学
研
究
室
内

振
替
東
京
千
二
一
一
五
口
番

製

作

協

力

者

金

原

出

版

株

式

会

社

日
本
医
学
文
化
保
存
会

一T

一一
E

一
東
京
都
文
京
区

湯
島
ニ
1
2
7
一
回

所

三

報

社

印

刷

株

式

会

社

一T

一
=
一
六
東
京
都
江
東
区
亀
戸
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有産論・産論翼・読産論
序 顕彰会会長山田一夫
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顕彰会実行委員長杉立義一

産論 ・賀川玄悦著

明和2年刊全4巻乾坤67丁

産論翼・賀川玄迫著
安永4年刊乾坤70丁
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天明4年写本15了
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選

年

順

声
ヨ

長

文
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活

書
要
一
糊
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一
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日
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7) Cowdry， F.V.，‘A Comparison of Ancient Chinese Anatomical Charts with 

the ‘Funfbilderserie' of Sudhoff'， Anat. Rec. 22(1921) 1-26. 

8) Bodleian 399. 

9) Berengario da Carpi， Commentaria super anatomia Mundini， Bologna， 1521， pp. 
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10) See， for Chinese medicine in general， Porkert， M. The Theoretical Foundations 

of Chinese Medicine， Massachusetts Institute of Technology， 1974. 

11) See Breasted， ].H.， The Edi凶inSmith Surgical Pa，必IruS，Chicago， 1931. 
12) Particularly Anaxagoras and Alcmaeon. See Kirk， G.S. and Raven， ].E.， The 

Presocratic Philosophers， Cambridge， 1971. 

13) Ebbell， B.， The Papyrus Ebers， Copenhagen and London， 1937. 
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vessels: Zimmer， H.， Hindu Medicine， Baltimore， 1948. Kutumbiah， P.， Ancient 
lndian Medicine， Bombay， 1962. Hammett， F.S.，‘The anatomical knowledge 

of the ancient Hindus'， Ann. Med. Hist. 1 (1929) 235-333. 

15) The accoun岱 ofSyennesis， Polybus and Diogenes are given by Aristotle， 
Historia Alzimalium 511 b. 

16) Timaeus. 

17) Galen's physiological ideas are best seen in De Usu Partium. See the tran-

slation by E.T. May， 011 the Usefulness of the Parts of the Boφ， Cornell 
U ni versi ty Press， 1968. 
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blood， and not the substance of pneuma or air. Galen indeed demonstrated 

this experimentally， and concluded that the blood contained in the arteries 

differed from venous blood principally in its admixture with the quality of 

pneuma. But in accepting that the liver was the sole source of blood and 

that the arterial system was quite distinct from the venous， he was unable 

to find an obvious passage for blood from the veins to the arteries. Unlike 

Aristotle， Galen was constrained in his theorizing about the direction of 

blood ftow by the comparatively recent discovery of the cardiac valves. In 

this difficulty Galen assumed that the septum between the two ventricles of 

the heart was porous. The pores were of course invisibly small， like the 

arterial terminations on the skin or the passageways of Plato's fish trap. 

Galen used a deductive argument from the rationality of nature to prove 

the existence of these pores: it is observable that the right side of the 

septum has pits， which do not to the eye penetrate to the left ventricle: 

but Nature does nothing in vain， therefore these pits must have a use; no 

other use of them is known， therefore they must penetrate invisibly into the 

left ventricle. This is an extreme case of structure inferred from function， 
which in its turn is inferred from a macro-microcosmic ra，tionality of nature， 

the inference being constrained by the historical momentum of inherited 

ideas: Galen's thought here involves at least four of the categories of indirect 

means of generating anatomical ideas as described above17). 

1) Ghalioungui， P. Magic and Medical Science in Ancient Egypt， London， 1963， 
pp.67， 158; but see also Wilson， J.A.‘Medicine in ancient Egypt'， Bulletin 

of the Histoヮザ Medicine，36(1962) 114-123. 
2) Hoernle， A.F.R. Studies IlI the Medicine of Ancient lndia， Part 1: Ost￥ology， or 

the Bones of the Human Boq九Oxford，1907. 
3) See Misra， S.S. and Pandeya， S.N.， 'History of Hindu medicine'， Bull. Nat. 

lnst. Sci. lndia， 21 (1963) 197-205; also Bishnagratna， K.L.， An English Translation 

of the Sushruta Samita， Calcutta， 1907， 3 vols.: vol. 1 p.ix. On Indian Medicine 

in general， see Filliozat， J. La Doctrine Classique de la Medecine lndienne， Paris， 

1949. 

4) Aristotle， Historia Animalium 494b; Galen， Anatomical Procedures， book 1， 
chapters 1 and 2. 

5) Anatomical Procedu附， book 4， chapter 3. 

6) Historia Animalium 491 a. 
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Aristotle， argued that all vessels originated in the heart and that therefore 

that the fundamental pair of vessels was simply a system of upper and lower 

branches. 

Many of these extremely old ideas are found in the Galenic system of 

physiology， which determined medical thinking up at least to the time of 

Harvey. Galen contrived to have an anatomical connection between the 

nose and brain， as did the cerebral pneumatists， for the entry of pne山 na to 

the ventricle for the elaboration of psychic spirit. He also described how 

the quality of pneuma， but not its substance， moved from the lungs to the 

heart， a physiological necessity derived from the cardiopneumatist tradition. 

By his time anatomy was an independent discipline， and comparative1y 

competent at the animal leve1. Galen therefore knew the pu1monary artery 

and vein， but he called the artery the arterial vein， because although it 

looked like an artery， Galen considered that it carried venous blood， and he 

called the vein the veno田 arterybecause despite its veno国 appearance，its 

function for Galen was to serve the purposes of respiration: that is， to carry 
the quality of the inspired pneuma from the lungs to the heart， from where 

it was carried to aIl parts of the body for the provision of heat， life and 

sensation. 80 Galen also adopted part of the inspired pneuma tradition， 

unlike Aristotle， for whom pneuma was innate. Galen also adopted part of 

the innate pneuma tradition by having innate faculties. The purposes of 

respiration were furthered in Galenic physiology by the extreme terminations 

of the arteries which opened out on to the skin， drawing in pneuma as 

required just as the heart was said to draw it in from the lungs. These 

pores at the skin were invisibly small， and they may in Galen's account 

reftect Empedoc1es' description of pores. 1n their invisibility they were as 

hypothetical as the respiratory pathways in Plato's fish trap， of which Galen 

must have been familiar， or as the fine vesse1s of the 1ndians， or the pathways 

for forces on which the Chinese acupuncture points rested. 

This complete separation of the arterial， or respiratory system based on 

the heart and lungs from the venous， springing from the liver， being cu11ed 

from a number of already old traditions， not only put Galen into a difficult 

position but left physiology in error up until Harvey. Galen's difficult 

position was that he insisted against Erasistratus that the arteries contained 
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vessels， then， all agree that the centre of the system is a fundamental pair 

of vessels running the length of the body. The variation in the accounts 

seems to indicate different theoretical backgrounds in physiology. Those who 

believed that the pneuma entered the brain as the seat of the soul describe 

the vessels as originating in the brain and passing down the body. This 

origin is said to involve the coming together of many fine branches to form 

the fundamental pair. Other accounts that do not involve a pneumatic 

cerebral centricity argue that the vessels arise in the body and extend to 

the head， ramifying before reaching it. The two accounts are essentially 

similar in morphological terms but differ in the sense of functional direction 

implicit in them. The cerebral pneumatists of course believed in an inspired 

rather than innate soul and part of the function of the vessels was to 

convey the inspired pneuma to all parts of the body for the purposes of 

vivification and sensation. The windpipe， from mouth to lungs was called 

arten・a，just as the main air-carrying vessel from heart to body. Physical 

connections of the vessels to the heart are not prominent in these accounts， 
as we would expect. There were also cardiac pneumatists， and their 

anatomical schemes had to include connections between the lungs and the 

heart， rather than between the nose， mouth and brain， as in the cerebral 

pneumatists' view. 

A second problem here confuses the picture. It was of course recognised 

that the blood vessels contain blood， which caused difficulties in explaining 

how they also carried pneuma. At the earliest stage of Greek medicine， 

arteries were not distinguished from veins， but it was soon recognised that 

in the dead. animal some vessels were full of blood and others empty. 

FolIowing the structural distinction between the veins and arteries， it was 

argued by some that the arteries were essentially pneuma司 carriersand that 

the veins were the only true blood vessels. In the gutted abdomen the two 

fundamental vessels were characterised by proximity or connection to the 

‘pair' of vessels that by their asymmetry served to identify right and left 

sides of the body， the liver and spleen. The liver had had an association 

with blood since the Mesopotamians， and some writers who were not strongly 

cardiocentrist argued that the vena cava originated in the liver， carrying 

blood derived from the food all over the body. Cardiocentrists， such as 
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can be seen as the background to some of the earliest accounts from Greece 

of anatomy. The surgical accounts of the bones did not enter into the 

general medical literature at anything above the practical level. The prime 

interest of the early writers was the vessels. This seems to be due to the 

importance accorded to the vessels as a result of their manifest but complex 

association with the heart and brain， as alternative seats of the soul or as 

the seats of different souls. This association was derived from primitive 

anatomical observation， and the importance of the heart and brain from 

primitive physiological speculation. The nature of the vessels in the absence 

of observation was open to change in the way described， but appears to 

have conformed with one constraint derived from analogical inference from 

animal anatomy: in the animal gutted for cooking， the vena cava and aorta 

appear as a large pair of vessels one on either side of the spine. Each forks 

at the level of the lower limbs， sending a branch into each， and each vessel 

disappears unbranched into the diaphragm. The‘pluck'・theheart and lungs-

is removed from the thorax of the animal above the diaphragm in preparation 

for cooking， and the relationships of the vessels， heart and lungs would not 

be known observationally in situ at the level of primitive anatomy， and if 

consciously looked for， were nevertheless complex. However， observation of 

the external appearanc巴 ofman or animals， another category of indirect 
method as described above， would reveal the vessels of the throat， apparantly 
proceeding up to the brain unbranched from the fundamental pair of vessels 

seen in the abdomen of gutted animals. The inference that these vessels 

were continuous through the unknown region of the thorax was perhaps 

confirmed by observation that in the young of some animals the vena cava 

at least appears to be a straight vessel， proceeding directly through the right 

atrium of the heart and thus apparently merely inosculating with the ventricle， 

which alone was 0氏enthought of as the heart proper. 

Five authors before Aristotle give accounts of the vascular system which 

are similar enough for us to be invited to imagine that there was a 

commonly agreed schema in early Greek angiology. Syennesis， PolybuS15) 

and effectively Plato16) give the fundamental pair of vessels no contact with 

the heart， while Diogenes and the author of the Hippocratic Sacred Disease 

supply the heart with branches from this pair. Early Greek accounts of the 

( 21 ) 407 



and by displacing contiguo田 airin the pleneum， set up the ‘circular thrust' 

by which air was again forced into the body. The Sicilian school had 

developed the idea of breath entering the body through pores in the skin， 

and in a well known passage reported by Aristotle， Empedocles also describes 

invisibly small and bloodless channels running through the flesh Ito pores in 

the skin. By means of these channels， air is alternately drawn into and 

expelled from the body by the motion of blood， as water can be held in or 

prevented from entering a cl，ψsydra. Such channels are no more the result 

of observation than Plato's fish trap. Even Galen with his superior knowledge 

of anatomy held that the arteries opened as pores on the skin， performing 
the same function as the arteria aφera， lungs and heart. The hypothetical 

channels， carrying life-giving fire and air， providing a means of internal 

communication， active in the normal physiology of the body， had close 

counterparts in the Eastern civilizations. 

In India the flow of cosmic forces through the body was governed by a 

system of vessels， the nadi， and hira (or sira) as well as the larger vessels 

mentioned above. The nadi in particular corresponded with parts of the 

cosmos. These vessels all seem to be hypothetical structures， brought into 

being by the demands of physiology but based on low level anatomical 

observation. Consequently these anatomical ideas were subjected to the 

imposition of symmetry， numerically， as in China. Late Vedic commentators 
said there were 72，000 hira. Moreover the hair of the body emerged through 

300， 000 holes in the skin， and even the ultimate particles of the hair itself 

were numbered. From the accounts given by Seal， Zimmer， Kutumbiah and 
Hammett14) we can reconstruct further details of a physiology， which although 

not so intimately related to the form and function of the vessels as that 

mentioned above， is in striking agreement with Greek ideas. The body 

consisted of macro-microcosmic elements， five in number: earth， air， fire， 

water and ether. In the body the elements became dhatus， the food substances 

of the parts. There is a close parallel to the Greek ideas of elements， 

humours and ‘similar' parts: those that are homogeneously composed of 

elements. As in Greece， health was thought to be a balance， here between 

the dahtus. 

I want to finish this paper by eXplaining how what has already been said 
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Qften connected to the viscera said to have been generated from the traditional 

1ive. The vessels were so arranged as to proceed systematically through the 

three grades of yang and yin and in so doing to pass round the body. 

Somewhere， at root， or incorporated， are prirnitive anatornical observations 

Qf the major organs and their vascular supply， but these have become almost 

totally obscured as the descriptions have been assimilated into the natural 

philosophical picture. The movement of forces、and fiuids round the body 

varied with the yang and yin controlling them. The heavens passed through 

fifty houses in 24 hours， and the circulation was similarly divided into fifty. 

During the 24 hours there was said to be 60， 000 pulses and 135， 000 

inspirations， and the fiuids were thought to travel 810 chang. The chang 

comprised ten Chinese cubits， each in turn composed of ten finger lengths， 

and we can deduce that the total length of vessels through which the blood 

was said to travel was about sixteen chang， perhaps 130 feet. The Nei Ching 

tells us that the blood travelled three finger lengths， at inspiration and 

another three at expiration， and adds that the heart is in control of the 

blood and vessels. There was a considerable body of Chinese pulse lore， 
and the pulse was thought to be the movement of the ch'i， the life energy， 
from organ to organ. Som巴 ofthe number symmetry associated with this 

lDovement is obscure， and we do not know its macrocosrnic counterpart. It 

is also interesting that the Nei Ching compares the circular motion of the 

lJody fluids with the unchanging revolutions of the sun and moon， an idea 

we meet in a form in Aristotle and Harvey. 

The distinction between pathways for immaterial forces and invisibly small 

vessels for the very subtle substance of a spirit is a fine one， and both kinds 

Qf route in the body are safe from sense observation and open to modification 

under the inftuence of other ideas. The pathways of Plato's涜shtrap' were 

not even confined to the physical boundaries of the body. Springing from 

the fundamental pair of vessels (themselves carriers of sense impressions) it 

was a system of pathways carrying fire and air， surrounding and penetrating 

the body. Blood， respired air and sense impressions were carried by the 

system in the body. Food was digested by the activity of the fire， and 

propelled into the veIns. Air entered the body through the trachea and 

through the pores of the skin; heated by the central fire， it was expelled 
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vessels and other fibrous s甘ucturesand there was no knowledge of the 

nerves as distinct structur百. The E幻rptiansmade a particular study of the 

pulse， which they knew came from the heart: it was the heart ‘speaking' 

in vessels. The Ebers papyrus is one of the few remaining sources for 

knowledge of Egyptian medicine. It includes a theoretical account of the 

heart and vessels， and illustrates some of the general remarks made above. 

The heart is the seat of the soul， the centre of the body and the source of 

the intellectual functions. From the heart spreads a ramifying system of 

vessels， carrying to each part some appropriate substance; urine to the 

bladder， tears to the eyes and semeo. to the testes. The vessels， metu， not 

only thus carried substances but they were also responsible for pathological 

conditions. Humours were carried about the body by the vessels， and when 

those vessels that reached the liver overfilled with blood， disease resulted. 

It is interesting to note the early association of the liver and blood， a facet 

of ‘primitive' anatomy that became bound up in later anatomy. Similarly， 

when the ‘anus' (for which we may read rectum) was overfilled， it opened to 

vessels on either side and gave rise to disease. Similarities have been noted 

between this and early Greek medical ideas. 

Other features of primitive anatomy may be noted in the list of vessels 

presented in diπerent surviving versions of this work. Firstly， the vessels are 

numbered， 46 in one version and 22 in another， but we do not know enough 
about the world-picture of the contemporary culture to understand the 

significance of these numbers. A gloss to the list13l explains that the breath 

that enters the nose goes to the lungs and heart， which we might expect 

from what has been said above about the relationships between the breath-

soul and heart-soul in primitive physiological observations. Ebbell considers 

that the air or humour-carrying vessels， concerned in pathology， are the 

veins， and that others are those referred to in connection with the pulse， 

and are the arteries. This seems unlikely. 

In China too， there is a numerical symmetry in accounts of the vessels. 

There were said to be twelve bilateral pairs of main vessels， ten of which 

were associated with the five traditional pairs of viscera， allowing each pair 

of vessels to be characterised by their component yang and yin. This 

association between viscera and vessels was not direct， but the vessels were 
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thus the source of most of the manifestations of life. The importance 

ac∞rded to the heart in most civilizations is clear. The Egyptians treated 

it with reverence in embalming， in contrast to the brain. Crude anatomical 

observation described the heart in gross terms and its vascular connections 

in even less precise way. Nevertheless， the physical connections of the heart 
to the rest of the body were very important in communicating the powers 

of the soul to the body and the sensory impressions of the body to the soul. 

Even immaterial influences need pathways， and in schemes where th巴 breath-

soul was represented physical tubes were of the essence. The actual 

complexity of the relationships between the heart， lungs and vessels in man 

and animals， and the impossibility of observing them in man meant that 

this area was particularly taken up with descriptions derived from rational 

sources that have been described above. These hypothetical vessels and 

pathways， far divorced from empirical observation， are characteristically 

given symmetry within the body and number-symmetry for the reasons 

suggested. 

The descriptions of the grosser vessels in each case may be closer to 

primitive anatomical observations， but they contain a considerable component 

of symmetry. Susruta's account of the vessels in the 1ndian traditional texts 

illustrates the same point. There are 24 principal dhamani distributed 

symmterically from the heart， ten upwards， ten down and four across. Their 

iimctions are sensory and humour-carrying， as in other cultures: those that 

ascend serve the functions of the upper part of the body in carrying the 

sense of hearing， that of perception of shape， touch， taste， smell and hunger， 

the faculties of laughter， weeping and， significantly， respiration. The 

descending dhamani are principally concerned with lower physiological 

activities， supplying urine and other excretions to be voided from their proper 

organs， and supplying secretions to the respective glands， both activities 

found also among the functions of the Egyptian vessels. Blood is associated 

with the liver and spleen， as elsewhere， and of course， the vessels are charged 

with the function altering and transporting food. 

1n Egypt too， the vessels assumed an importance commensurate with 

their connection with the heart， the most important bodily organ. As in 

other early cultures， little distinction was made between the smaller blood 
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the world so叫 Looked at in another way， there seems to have been 

widespread the distinction between an innate immaterial force， an immanent 

and heritable cause of vital activity， and an in司piredbreath， vapour or spirit， 

perhaps material in its nature， supplying the cruder manifestations of physical 

life， and mortal at least in the sense of losing individuality on the death of 

the body. The ch'i of the Chinese is an innate life force akin to the innate 

pneuma of Aristotle. The inspired pneuma of the Stoics and Galen 

represents another tradition， the breath-soul. The thymos of Homer falls also 

into the latter category， and is opposed to the immaterial and immortal 

psyche or nous of other writers. The characteristics of the animus and anima 

of the Latin tradition that summarised the Greek philosophies are also those 

of a higher， immaterial， immortal individuality on the one hand， and a 

lower， more physical life force on the other. The hierarchical soul-systems 

of Plato， Aristotle and Galen also reftect this distinction in an elaborated 

way. 

It was natural to look for a principal seat in the body for these two 

principles of life. It is suggested above that two fundamental primitive 

physiological observations gave ris巴 to two sometimes confticting traditions 

about this important part of the body. Attention was given to the heart 

as the apparent source of motion and heat， the centre of the body， the most 

manifest site of an innate force. The inspired breath-soul had a connection 

with the lungs that even the most primitive knowledge of anatomy could 

recognise. However， the interpretation of this anatomical connection was a 

matter of some difficulty. There was one tradition that attempted to link 

up the lungs and heart anatomically to give the inspired soul a connection 

with the organ most suited for its domicile within the body. There was 

another tradition that associated the inspired breath with the brain， again 

by anatomical contrivances， leaving the heart with its innate faculty. 

Evidence for the importance of the brain and spinal cord may have been 

derived from experience of wounds， as we see in the case of the surgical 

papyri from Egyptlll， and in that of those presocratic philosophers of Greece 

whose attention was caught by the relationships between the sense organs 

and the brain12). 

The stronger tradition was that the heart was the seat of the soul and 
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in early Indian anatomy and in the medieval West. In India， Susruta gave 

both arms and legs 100 muscles. Homology in this sense is quite different 

from that described by Aristotle， which is discussed above. 

( g) Lastly， anatomical ideas have been generated or modified by certain 

fundamental physiological observations. The living body is warm， it breathes， 

it moves with an innate motion and in reaction to things about it: four 

fectures it does not share with the dead body. It was an almost universal 

assumption in ancient civilizations that there was a non-corporeal agency 

responsible for the appearances of life and which survived the death of the 

body. It was natural to think that the soul warmed the body and gave it 

movement; perhaps too the soul was the breath itself， maintaining life in 

the living， but leaving the body at the final expiration. Experience with 

animals perhaps led to the idea that the heart is the hottest organ of the 

body; it was also in continual motion， which seemed to be innate， rather 

than imposed; personal experience would confirm this， and that vigorous 

motion of the body involved vigorous motion of the heart; the heart also 

moved vigorously in strong emotion: was it not the source of heat， of motion 

and of emotion， that is， the seat of the soul? Primitive anatomy at the 

animal level， as in the first category above， would supply a physical link， 

albeit not very satisfactory， between the heart and lungs， by way of which 

the breath so叫 couldenter the heart. Primitive anatomy also supplied 

another great reason for supposing that the heart was the seat of the soul 

and that was that it appeared to be at the centre of a ramifying system of 

vessels， which no doubt carried its vivifying influence to all parts of the 

body. 

The Results of the Indirect Methods 

There were certain widespread ideas in the ancient world about the nature 

of man that seem to have arisen from these rational modes of arriving at 

加lOwledge'・ A general idea of the existence of some immaterial agency 

that survived bodily death was associated with the idea of a breath-souI， an 

idea derived from primitive physiological observation. Macro-microcosmic 

parallels are evident in both cases， the immaterial agency in the body often 

being thought of as a cosmic force， and the breath-souI was often part of 
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metaphysical First Cause， and his work becomes more intellectually satisfying， 
and worthy of a philosopher， than the anatomical fragments of the surgical 

texts. It is of course probable that his attention was drawn to the heart in 

the first place because of its assumed central role in physiology， but the 

new stimulus to his interest led to a complete monograph devoted to 

anatomical description. It was necessary for the purposes of understanding 

th巴 skillof nature to observe her handiwork as minutely and objectively as 

possible， and so the anatomy of On the Heart is for the first time of interest 

in itself， and the work is genuinely scientific if not in an entirely modern 

sense. 

( e) Structure infe作 edfrom function. Ideas about structure have often 

been inferred from ideas on function. In most cases function in turn rested 

on the wider natural philoscophy of the time and culture， as described in 

the preceding section， but in practic巴 detai!sof anatomy have often been 

inferred from supposed function 'Iocally' without reference to the basis of 

physiological ideas. The idea received characteristic elaboration at the hands 

of Aristotle， for whom the true nature of a part could not be known without 

knowledge of its function， for only that revealed its purpose， its final cause， 

its true place in the whole pattern of knowledge. 

( f) The principles of number s ymmert y and homology. One means of 

imposing a pattern of‘knowledge' on the complex phenomenal world is by 

the use of mathematics. Where parts can be seen to be related to wholes 

in numerical terms， then some of the force of explaining the unknown in 

terms of the known carries over into the new mathematical explanation. 

The apparent arbitariness of naturally occurring numbers seems to have 

been objectionable to the primitive mind seeking regularity and pattern to 

explain the universe and in anatomical accounts emphasis is often laid on 

the total numbers of bones， vessels or other organs in the body， and the 

number is very often rounded off to mathematical convenience， 0氏enfor use 

in macrocosmic analogies. In many cases we do not know enough about 

the prevailing world picture to discover whether it was the determining 

factor. 

The principle of homology expresses a parallel where none is justified， fol' 

example in equating the numbers of bones in the fingers， thumbs and toes. 
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ray theory， and the corresponding ideas of Plato. 

Out of one aspect of the macro-microcosm relation grew an idea that 

helped to develop scientific as opposed to primitive anatomy. 1n many world 

systems， man and nature in general were produced by a creator god， and 

man and his environment were made of the same materials in the same 

way. To b巴 understandable the way was expressed in the form of an 

analogy with processes known to man. Plato speaks of dousing and baking 

01' the fundamental substances: an alteration in the Qualities of the 

Elemental substances. Common to such early descriptions of the fashioning 

of the human body from macrocosmic constituents was the notion that a 

balance was achieved， as mentioned above， and that continued life depended 

on continuation of balance. 1t was the individual's duty to maintain that 

balance. The human body was then a model of the macrocosm for moral 

and religious purposes. 

At some point the understanding of the teclmiques by which the body was 

put together embraced the notion of rationality. 1t has been recognised that 

nature was seen as a craftsman in Greek thought， and this emphasises the 

skill with which the body was put together， but this is not quite the same 

as assuming that creative nature or god has put the body together in a 

rational way， for some purpose. The purpose was the well-being of the 

body， and the parts were so contrived as to co・operate best to this end. 

I¥1an too had reason， and by observing how the body was put together， 

could share in the rationality of nature， or learn more about the nature of 

God. Such a fully developed natural theology was the product of later ages， 

but we can see its origins in the period under discussion. ln fact， its appear-

ance in the literature of the West seem quite sudden. 

The anatomical fragments found in the earlier Hippocratic works are 

either purely descriptive and functional， as in the surgical works， or are 

explanations of an already existing physiology， as in the work of the cardiac-

and cerebral-pneumatists. The anatomy is ancillary to a larger scheme. ln 

the Hippocratic 011 the Heart a new feeling appears， which the author 

expresses as an admiration for the skill of nature as a designer and craftsman 

in contriving the structure and function of the heart. ln considering the 

appearances of the heart， the author is thus considering an aspect of the 
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themselves the parts in the food that were similar to themselves. lndian 

notions were in striking agreement with Greek: chyle from the food passed 

from the heart to the liver and became blood. The final product of the 

refining of the life-substance， having supplied the proper nutrient to each 

organ， was the pangeneticalIy produced semen. The end product of the 

process in women was blood， produced in a monthly cycIe except during 

pregnancy， when the material was said to be diverted to the breasts and tU' 

produce the placenta. The foetus was formed of the mixture of semen and 

maternal substance， the former producing the hair， bones， naiIs， teeth， vesseIs. 

tendons， muscIes and semen， while the soft parts of the embryo were derived 

from the maternal substance: fiesh， blood， fat， marrow， liver， heart and 

spleen. A male child， it was cIaimed， was produced from the right hand side 
of the uterus， a female from the le仕.

An idea common to East and West was that the semen was connected to 

or derived from the spinal marrow. The idea can be found in Chinese and 

lndian medicine， and suggests that the marrow of the spine was considered 

more important than merely analogue of the marrow of the long bones. Plato 

justified his derivation of semen from the spinal marrow by reference to the 

fact that the latter served to connect the divine and immortal soul in the 

brain with the perpetual reproduction of the species. The idea was curiously 

widespread and persistant: we find traces of it in AIcmaeon， Pythagoras， 

Hippo of Rhegium， Diogenes of ApoIlonia， the Hippocratic On Generation， a 

number of Western medieval sources， and in Leonardo da Vinci， who 

expressed it in pictorial form. The idea is found in the macro-microcosmic 

analogy of the Timaeus of Plato: the core of the body is the marrow， that 

is， the spinal medulla， which is composed of the geometrical shapes of the 

four elements; it secures the two lower souls， although they are located 

elsewhere. The marrow of the head is the location of the intelligent soul. 

and the head itself is spherical， Iike the universe that contains extra-corporeal 

souls. The political analogy on which this myth of bodiIy structure rests. 

employs the cardio・centricnotion that the second of the three human souls. 

resides in the heart. FiIIiozat is impressed by the ‘remarkable' agreement 

between the mechanism of pathology in the Timaeus and in the Ayurveda， 

and between the tantric ideas of the geometry of the elements and the visual 
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and during the process the modifying effect of external philosophies of 

nature are most clearly felt. 

( d) Anatomy as part 01 natural philosophy. The aim of natural philosophy 

1s to render the unexplained phenomena of the world into an explained 

whole: knowledge of all parts of the universe was to be related in a single 

屯oherentscheme of knowledge， and explanation was the fitting of unknown 

fragments of the world into the pattern of the whole， the ‘known'. An 

吃ssentialpart of these rational procedures was th巴 analogical argument， 
whereby the few recognised characteristics of an unknown part are seen to 

-correspond with a pattern of characteristics of a known part， the remaining 

-characteristics of which are then assumed to belong to the unknown. We 

.have seen this procedure at work in inferring human anatomy from animal， 

.and it occurred too in natural philosophy as a whole. The natural philosopher 

treated of all parts of knowledge indifferently. All was knowledge and all 

related; that concerned with human anatomy was less observationally based 

than any other， perhaps， and was naturally influenced by other parts of 

natural knowledge. Knowledge of man and of the world was very widely 

crystallised into the analogical macro-microcosm relationship. 

The heterogeneity of the observed world led to the desire to see its ultimate 

xeality in a small number of basic， or elementary principles. In Greece of 

the classical period， and earlier in India， these principles took the form of 

:substantial elements， four in number， and together with their associated 

Q.ualities， constituting the real world. The Chinese elementary principles 

were functional rather than substantial， the five‘phases'. The body and the 

world at large were made up of the same principles， and both shared the 

wider relationships of these principles to other aspects of reality， such as 

seasons or the heavenly bodies. The qualitative or functional aspects of these 

elementary principles meant that they governed physiological processes， both 

macro and microcosmic. Health was a balance between the elementary forces 

in China10)， India and Greece， and disease was the predominance of one. 

Food， the substance of interchange between the two cosmoses， consisted also 

()f the elementary principles， and the physiology of nutrition， and of other 

faculties that depended on it， was in India and Greece at least a process of 

/lssimilation whereby the elementary components of the body attracted to 
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but by that time the confusion was slowly being cleared away. ln the earlier 

period the ignorant copyist， translator or editor preserved the old form along 
with the new， and had Latin， Arabic and sometimes Greek words， aIl 

originaIly signifying the same organ， but now taking on a life of their own， 

being given separate organs，‘ghosts' in the anatomical literature， akin to the 

bibliographical ghosts of scholarship. 

One example is the vena cava，‘hoIlow vein'. The original Greek word 

for hollow was transliterated， not translated， into the Arabic a5 a technical 

term， and its Greek origin was lost sight of when the Arabic word was in 

tum transliterated into Latin as chili or chilis. The anatomist of the West 

already knew the structure caIled the vena cava in a long established Latin 

tradition， but accepted the existence of a separate uena chilis. The result was 

that the vena cava， traditionaIly regarded as a single continuous vessel， as 

already mentioned， was now divided into an upper and lower part， one 

bearing the Greek-Arabic name and the other the Latin. (Th巴 situationwas 

later rectified)・ Thiskind of thing is 50 common we might caIl it the 

Principle of Reduplication. Another example will su節目 Theeye has been 

an object of particular anatomical intere5t on the part of the Greeks， the 

Arabs and the medieval West， and at the end of the Hellenistic period 

Galen gave a reasonably accurate account of its structure， including the 

rather difficult description of the relationship b巴tweenthe circular periphery 

of the lens and the spherical tunics of the eye. A complicated story of 

confusion and Reduplication presented a medieval westerner with a multiplied 

series of eye tunics with names derived from the Greek， Arabic and Latin. 

At the same time degeneration of the written account made the arrangement 

of the parts simpler， the lens being simply the innermost of a series of 

concentric spheres. This giving way to a demand for symmetry agreed well 

enough with the notion that the lens was the organ of vision. An associated 

drawing in the manuscripts shows the concentric circles: Arabic versions 

are sometimes drawn with compasses. ln some of the Eastern civilizations 

with a long linguistic continuity， old texts， although not suffering through 

translation have been successively modified，‘brought up to date'， for 

example the texts of the founding fathers in the medical schools. This makes 

it very difficult to date some of the medical texts of lndia， for example， 
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drawings were still being copied in the West at a time when human 

dissection was being performed. 

Cowdry has suggested that some illustrations from seventh to ninth century 

China are related to the funfbilderserie7). There are also Western manuscript 

traditions of ‘single organ sketches'， sometimes associated with the five 

figures of Sudhoff， for example in a well known manuscript in the Bodleian 

Library in Oxford8). The characteristics of these illustrations are first， a 

secondary simplification wh巴rebythe natural outlines of the original drawing 

are reduced to a line more convenient to the hand. There are strong 

parallels here between the illustrations mentioned above and the single organ 

sketches that illustrate the Chinese system of vessels， each named from an 

organ. Those best known to historians of Western medicine are in Cleyer's 

17th century account of Chinese medicine. Second， an element of s戸nmetry

is imposed upon the natural shape by an unconscious desire for neatness on 

the part of the copyist， which is paralleled in the number symmetry in 

another of our categories. Original drawings from the object degenerate in 

this way unless frequently repaired by reference to the object. The early 

and accurate dissections in China were recorded by drawings as well as 

measurements and the drawings although printed at an early date， degenerated 

in the re-cutting of the wood blocks and were found to be unsatisfactory 

when later dissections were made. 

Another technical difficulty in transmitting anatomical ideas in a written 

form is that met in translation from one language to another. The medium 

of the scientific revolution in the West was Latin. The transmitted 

information from the ancient world that made that revolution possible was 

almost entirely originally set down in Greek， and was successively translated 

into Arabic， often by way of Syriac， and then into the Latin of the middle 

ages. In each case the recipient language was technically ill equipped to 

deal with the sophistications of Hellenistic or Greek vocabulary， and it is 

entirely characteristic of anatomical texts that obscure terms were either 

transliterated or reproduced phonetically in the recipient language. The 

result was that in its final Latin form the old (and new) anatomicalliterature 

abounded with synonyms. Berengario da Carpi in the 16th century lists 

large numbers of synon戸nsand corruptions of a single anatomical termへ
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were performed in refutation of the opinions of others. Such considerations 

lent emphasis to the primacy of sense observation in the methodology of 

Aristotle and Galen， and indeed the joint purpose of Galen's anatomical 

works is to inform on matters of morphology and function and to teach a 

method of investigation based on sense experience that would lead to results 

firm enough to be valid cumulative parts of the descriptive science of 

anatomy. 

So doubt over the provenance of other people's ideas led to hesitation in 

accepting them. 1ndeed， they may have been generated in any of the ways 

that are now being listed in this paper; but once generated， and once 

transmitted， they were all equally liable to change under the inftuence of 

a number of factors that have inftuenced scientific ideas in general. First， 
there are technical di伍cultiesin the reproduction of manuscripts. Repeated 

copying leads to the introduction of errors into the text. These errors remain 

in the text until a conscious attempt is made to remove them: this was the 

task of renaissance scholarship in the West， when comparison of texts and 

the recognition of the categories of mistakes (for instance dittography) led 

to the purification' of the texts. 1t is interesting that in the case of anatomy， 
dissections and experiments were carried out with a view to establishing 

texts before they were used to further the science. 

The business of the scribe and the scholar was to handle the written 

word， but neither was necessarily an artist. Drawings in manuscripts， open 
to smaller but more numerous errors during copying‘have not survived as 

well as the words of the text. 1n a descriptive scienc巴 such as anatomy 

drawings are a natural way for a teacher to illustrate structure to his pupils， 

but the repeated copying of such illustrations when the manuscript was 

published led to such rapid degeneration that the anatomical manuscripts of 

antiquity were unillustrated. Galen advised against the drawing of plants， 

and the few drawings used by Aristotle on his work on animals have disap-

peared. Where illustrations have survived， as in some herbals and the 

notable but very curious 宙開 figureseries' of anatomical illustrations described 

by Sudhoff， they have lost all contact with reality， but have established 

traditions of their own within the families of surviving manuscripts， a sort 

of historical momentum that lent them authority; the later five figure series 
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reticular formation of the cerebral artcries found in some of the domestic 

animals but not in man. Descriptions of horns of the uterus represent an 

older mistake deriving from animal anatomy. The vestigial vermiform 

appendix of man does not appear in the ancient anatomical literature， its 

place being taken by the Iarge caecum of herbivores. 

(b) Conclusions drawn from the external features of man. Second， there 

is direct observation of the external features of man. Both the early Greeks 

and renaissance Europeans observed the externaI form of man， principaIly the 

externaI musclature and bony prominences， for artistic purposes. This need 

not concern us， except in as far as the method Ied to some errors in 

inferring internal structure from what couId be seen externaIly. Sometimes 

an unwarranted continuity of structure was assumed， as when the blood 

vessels of the neck were thought in early Greece to be continuous with the 

fundamental pair of vesseIs in the abdomen (see below). On the other 

hand discontinuity of structure was suggested where none existed， for example 

in early lndian anatomy， where the externaIly obvious bony prominences 

were regarded as separate bones. Thus the styloid processes were‘wrist 

bones' and the maIleoli ‘ankle bones'. 

Aristotle consciously uses this method as the converse of discovering the 

internal anatomy of man from that of animals. Here he is arguing from 

the better known， the external features of man， to those of animals6). 
( c) Exchange of anatomical ideas. As a descriptive science with a 

complex subject matter and in the past infrequent opportunities for 

investigation， anatomy stood in clear need of co-operative effort. Aristotle 

was aware of the difficuIties facing the single investigator into zoologicaI 

problems， and Galen saw in general aIl of natural philosophy as a united 

co-operative venture， and in particular， anatomy as a progressive science 

depending on the accumulation of knowledge from different workers. 

Yet there were no adequate criteria by which the validity of transmitted 

data could be judged， and no agreed standard of practice in the production 

of this data， or the generation of ideas， in the terms we are using here， 

which would justifシacceptance of other people's ideas. A great deal of 

inteIlectual energy was consequently spent on examining information acquired 

in this way， and a large proportion of Galen justifiably famous experiments 
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nutrition， reproduction， and motion were very similar in each case. Galen 

used similar arguments in a more anthropomorphic way. Nature， he said， 

constructed the body in a rational way， constrained only by the physical 

limitations of the material she was working with. At the lowest level these 

materials in the living body had actions， which arose from their qualitative 

constitution; at the organic level they had uses， each of which was to 

discharge a particular facuIty of the animal in concert with others to the 

aII-encompassing purpose of the uItimate good of the animaJ. The most 

noble component of the living body was the soul， both for AristotIe and 

Galen; it was then the needs of the soul that dictated the form of the 

organic body. Only by means of the operations of the organic body could 

the so叫 existin the physical world， and only by studying the nature of the 

organs of the body could we learn about the nature of the souJ. The soul 

of the hare is timorous， as we may learn by examining its body and finding 

it weII equipped with organs of locomotion. The so叫 ofthe lion is brave 

and pugnacious， as we see in its robust body and sharp cIaws. Galen argued 

from these considerations that the nature of the soul is revealed not only 

by structure but in behaviour. Should you observe an ape behaving in a 

human way， running on two feet and picking things up in its hands， then 

you could be sure that its soul was in these respects like that of man. It 

foIIowed from this that its bodily organs would be similar. Being aware of 

the di伍cuItiesinvolved in inferring human structure from animals， Galen 

drew up six cIasses of animals that w~re each in turn more like man than 

the one preceding5). The rational basis of inferring the structure of an organ 

in man here was that the inference was the last step in a progressive change， 

the first five steps being known. 

In practice Galen diss巴ctedthe animaJs that wer巴 most readily available 

rather than those that were most suitable theoretically. Most of his earlier 

anatomical descriptions come from the domestic animals， and the animal he 

normaIIy used as cIosest to man was the barbary ape. Many errors in 

human anatomy deriving from animal sources are known to historians， and 

it wilI suffice here to mention only a few. By no means are they aIl 

attributable to Galen， but many were at least repeated by him. The 

notorious Tete mirabile which pJayed such a vital role in his physiology is a 
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The Indirect Methods of Generating AnatoDlIcal Ideas 

In the absence of any regular opportunity for empirical anatomical 

observation， there were a number of ways of satisfying curiosity about the 

internal structure of man. 

( a) Analogy with animals. We can assume that most societies have had 

a primitive anatomical knowledge of the domestic animals. The need to 

prepare animals for cooking and for the table must have led to awareness of 

the major internal organs and their relative positions. There is a recognisable 

similarity in the remaining structure of animals that have been paunched 

and plucked， that is， after removal of the abdominal viscera and the heart 

and lungs. The unknown internal structure of man was inferred from that 

known in animals; that is， the whole internal and external structure of the 

animal was a pattern in the mind， parts of which --the external features--were 

recognised also in the case of man， and the assumption was made that the 

unknown parts also fitted into the same pattern. In this sense the method 

is here called rational， as a particular case of the general statement made in 

the Introduction. 

This method has often in the past been developed by the systematic， rather 

than primitive and accidental， dissection of animals to fill the gaps in 

knowledge of the human condition. Both Aristotle and Galen tell us that 

they were unable to dissect the human body， yet both claimed to be able 

to form ideas about its internal structure from their dissections of animals. 

In both authors the method was highly rational in consciously examining 

the validity of the procedures involvedω. Aristotle's knowledge of comparative 

anatomy led him to recognise homologous organs: those that are the ‘same' 

organs in different animals， even though performing different functions， such 

as the ftipper of a dolphin， the hand of man and the wing of a bird. The 

parallel is closer where the same function is involved， as in the case of the 

limbs of all quadrupeds. Aristotle held that knowledge of the true essence 

of an organ was derived from consideration of its function. That is， it was 

the final cause of the organ that dictated its shape and substance. Animals 

and men had many things in common， particularly the vegetative， reproductive 

and motive powers; so in men and animals the organs concerned with 
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men， who had not been able to make use of the opportunities of the 

German war). The decencies of normal civil burial did not necessarily 

follow from an express notion of physical or spiritual immortality， and during 

that part of the middle ages in the West when dissection was a part of the 

university medical curriculum there was no general opposition to it from the 

church (although sometimes local episcopal permission had to be obtained). 

Yet up to the 19th century the material for dissection was always provided 

hy executed criminals， that is， those who had forfeited their rights. 

There were also other exceptions from the cultural prohibition on dissection. 

Apart from those who had forfeited some measure of their c1aim on 

immortality， there were those who were in no position to make such a 

claim. Aborted foetuses and stillborn children were physically human， but 

sometimes were thought to be without an eternal soul， and in most ages they 

have provided dissection material when other human material was unobtain-

able. At what stage in the growth of the foetus the soul is implanted was a 

traditional problem in the West. At times in Greece it was acceptable 

practice to leave sickly or weak children exposed to die outside the city， 

which is perhaps evidence of a feeJing that the child is not fully human， 

with a full complement of the human soul， until it has reached a certain 

age. lt is possible that in ancient lndia dissections were carried out on the 

bodies of children less than two years of age for the bodies of adults and older 

children were treated differently. Certainly in the renaissance in the West 

foetal material could 0丘enbe obtained without the problems attached to the 

adult body. These exceptions to the normal rule meant that the literature 

on anatomy from the ancient world is studded with fragments of anatomical 

knowledge derived by observation. As the observations were rarely repeated， 

these fragments of knowledge were treated just like anatomical ideas derived 

from other sources， undergoing degeneration and elaboration in different 

ways. The early Chinese anatomical measurements have survived intact but 

the drawings and nonquantitative descriptions have lost any obvious relation 

with an observational source. This is discussed below. On the whole， we 

are faced with a collection of anatomical ideas that were held to be knowledge 

at the time， but which could not be veri白edat wiI1 by personal observation. 
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In the West neither Aristotle， Galen， nor the Arabs who preserved their 

writings could dissect the human body. 

There were however occasional exceptions. Most important was the 

comparatively short period in Alexandria about a generation or so after 

Aristotle， wh巴nhis teaching， and that of Plato， on the distinction between 

so叫 andbody contributed to the atmosphere in which dissection， and some 

say vivisection， of the human body was possible. Exceptions too occurred _in 

the East. The Indian criminal without ears or nose suffered in eternity as a 

result of the normal sanctions against mutilation being lifted. Enemies of 

the state forfeited all rights in eternity， whether they were foreigners or 

treasonable nationals. Sometimes they were dissected to satisfy curiosity; in 

the early part of the first century AD in China， we are told by the Han 

Annals， the rebel Wang-Sun Ching was captured and dissected. The physician 

whom the Emperor consigned to the task had to be helped by a butcher; 

they measured the organs and inserted bamboo rods into the vessels to 

measure their length. The weights and dimensions have survived in Chinese 

medical literature. The Indian surgeon Susruta described a technique of 

allowing the body to decompose while placed in a basket secured in a river. 

Successive layers were revealed as the corpse decomposed and were removed 

with a whisk of grass roots. The purpose of the technique was to reveal 

structure by direct observation and so was an exception to the anatomical 

taboo， yet it also avoided the use of the knife in dissection3). The method 

appears again in that part of the Western middle ages when dissection was 

allowed， when it was held to be superior to dissection in rcvealing certain 

types of structure， th巴‘similar'parts of Aristotle. 

It is cIear from a story related by Galen about a century and a half later 

in the West that the normal prohibition against human dissection was lifted 

when the subjects were enemies of the state: during the German campaign 

the Roman army inflicted a crushing defeat on the opposing forces， and the 

Roman physicians had ample opportunity to perform dissections upon the 

enemy dead. Unable to dissect in civil life， Galen urged upon the reader 

the moral of the story that the anatomist should train himself in the 

techniques of dissection upon the bodies of animals so that when the 

opportunity arose they could take advantage of it (unlike the army medical 
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anatomical ideas derived from observation we may in th巴 firstinstance call 

empirical， although often the distinction cannot be maintained. 

The Possibilities of Dissection 

We must first look at the prohibitions laid by society on the dissection of 

the dead. First， it is probable that there was no great demand for dissection. 

There was no professional need on the part of the physicians and surgeons 

to dissect， for surgery was largely concerned， in the absence of anaesthesia 

and antisepsis， with superficial disorders and attention to bones and joints， 

and the physician had no need of anatomical knowledge. Knowledge of 

anatomy has generally been sought by those with a wider， philosophical 

interest in knowledge for its own sake， not for its practical application. No 

doubt demand for dissection was not encourag巴d by the fact that cutting 

into the body of a person recently dead is unnatural and disgusting to the 

ordinary man， but the most serious difficulty that lay in the way of anyone 

who wished to dissect was religious teaching about the afterlife. The veηr 

widespread idea of a life after death often inc1uded the notion that the 

physical body in some way shared in the immortality of the soul. The Grcek 

hades was peopled with insubstantial shades with nevertheless recognisable 

bodies. It is a commonplace that ancient burials contain food for the use 

of the departed. 

It followed that the immortal body of the a氏erlifeshared some of the 

characteristics of the living body， and it was believed that mutilation of 

the body during life or shortly after death would perpetually disfigure it. 

The Egyptians thus feared mutilation of the dead body for religious reasons， 

but for the same reasons they feared the decay of the dead body. In this 

difficulty they mutilated the body only so far as necessary to preserve it by 

embalming. In a ritual act， the hereditary caste of paraschists took upon 

themselves the sin of opening the body， allowing the embalmers to proceed 

untaintedll. In India it was held that access to a higher life was denied to 

the spirit of a mutilated body; this was the real punishment that lay behind 

the practice of lopping the noses and ears of criminals. Hoernle2l has 

suggested that the rise of neobrahmanism and the consequent avoidance of 

contact with the dead provided no opportunity for anatomical investigation. 
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RA TIONAL AND EMPIRICAL :METHODS IN EARL Y 

WESTERN AND EASTERN ANATOMY. 

By Roger French柿

IntroductioD 

In most early cultures dissection of the human body was impossible. Man 

nevertheless had a great natural curiosity about his own internal structure， 
just as he did about the world in which he lived. Without any possibility 

of satisfying this curiosity about his structure by direct methods he had to 

resort to indirect methods. Anatomy is a descriptive science (and not for 

example predictive) and in general the status of descriptions within a 

descriptive science is very important， as they are not open to con白rmationor 

falsification by other means within the science; human anatomy was then a 

descriptive science without even direct observational means of producing 

descriptions， and was an extreme case of a science depending on other means 

of generating the‘knowledge' of which it consisted. 

Because these methods were wholly indirect， they were particularly open 

to the kind of influences that have modified scientific ideas in general. The 

purpose of this paper is to suggest that these indirect methods and the 

‘knowledge' so gained have similarities in di能 rentcultures and at different 

times; and that this iIIustrates some of the factors affecting the generation 

and transmission of scientific ideas. The anatomical descriptions， the 

‘knowledge' of these cultures and periods were anatomical ideas having a role 

similar to that of other ideas of the current world picture; they belong to 

the history of anatomy as much as morphological ideas judged by modern 

criteria. Most of the indirect methods of generating these ideas were rational 

in the sense that the intellect rather than the senses was employed; and 

• This paper was presented at The First International Symposium (1976)， 
Division of Medical History of the Taniguchi Foundation 

紳 WellcomeUnit for the History of Medicine， Cambridge 
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