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子

東
京
大
学

〔
要
旨
〕
近
世
日
本
の
解
剖
に
関
す
る
研
究
は
、
従
来
、
観
臓
し
た
者
が
い
か
な
る
知
見
を
得
た
か
、
あ
る
い
は
、
西

洋
近
代
医
学
の
解
剖
学
が
日
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
波
及
し
た
か
な
ど
、
概
し
て
医
家
ら
の
営
為
に
照
準
を
合
わ
せ

て
す
す
め
ら
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
補
完
す
べ
く
、
腑
分
に
付
さ
れ
た
屍
体
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
の
属
性
や

そ
れ
ら
に
対
す
る
医
家
ら
の
態
度
を
、
屍
体
供
養
に
関
す
る
記
録
か
ら
検
証
し
た
。
そ
の
結
果
、
お
な
じ
供
養
と
は
い

え
、
現
代
の
そ
れ
と
は
ま
る
で
異
な
る
屍
体
の
扱
い
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド―

屍
体
供
養
、「
起
源
」
の
語
り
、
医
史
学
の
方
法
論
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は
じ
め
に―

解
剖
体
供
養
の
「
起
源
」

全
国
の
医
学
・
歯
学
の
教
育
機
関
は
、
年
に
一
度
、
厳
粛
な
る
式
典
を
も
よ
お
す
。
解
剖（

1
）体

の
供
養
式
典
で
あ
る
。
そ
の
年
の
解
剖

学
実
習
で
学
生
ら
の
勉
学
の
糧
と
な
っ
た
遺
体
に
た
い
し
、
一
堂
に
会
し
て
弔
い
を
あ
げ
る
の
で
あ
る
。

学
部
長
を
は
じ
め
と
し
て
、
解
剖
学
教
室
の
教
職
員
や
献
体
団
体
の
関
係
者
、
そ
し
て
遺
族
の
列
席
の
も
と
、
式
次
第
は
し
め
や
か

に
進
行
す
る
。
葬
送
の
過
程
で
数
年
間
の
特
殊
な
経
験
を
し
た
遺
体
は
、
こ
う
し
て
再
び
、
帰
す
べ
き
と
こ
ろ
へ
と
帰
っ
て
ゆ
く
。

こ
の
解
剖
体
を
供
養
す
る
と
い
う
営
み
は
、
日
本
に
お
い
て
は
、
解
剖
そ
の
も
の
と
起
源
を
同
じ
く
す
る
と
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、

一
七
五
四
年
（
宝
暦
四
）
に
京
都
で
、
山
脇
東
洋
一
党
に
よ
っ
て
観
臓
が
お
こ
な
わ
れ
、
一
月
後
に
屍
体
の
法
要
が
執
り
行
わ
れ
た
の

だ
が
、
そ
れ
が
現
代
の
解
剖
体
供
養
の
濫
觴
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

た
と
え
ば
、
瀧
浦
文
彌
は
、
法
要
の
際
に
東
洋
の
上
げ
た
祭
文
を
、「
こ
れ
が
今
日
廣
く
行
は
れ
る
解
剖
體
祭
の
嚆
矢
だ
と
云
は
れ

（
2
）る

」
と
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
小
川
鼎
三
も
、『
臧
志
』
の
記
述
に
よ
り
つ
つ
、
東
洋
の
屍
体
供
養
を
「
こ
れ
は
我
が
国
の
諸
学
校

で
今
日
で
も
毎
年
盛
に
行
わ
れ
る
解
剖
体
祭
の
淵
源
で
あ（

3
）る

」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
比
較
的
近
い
と
こ
ろ
で
は
、
杉
本
つ
と
む
が
、

「
こ
の
慰
霊
の
祭
り
こ
そ
、
現
代
で
も
大
学
医
学
部
な
ど
で
行
わ
れ
て
い
る
解
屍
慰
霊
祭
の
淵
源
と
い
う
こ
と
に
な（

4
）る

」
と
記
し
て
い

る
。と

も
に
屍
体
を
弔
い
た
た
え
る
も
の
と
括
っ
て
し
ま
え
ば
、
東
洋
の
屍
体
供
養
と
現
代
の
そ
れ
と
の
間
に
は
、
た
し
か
に
、
一
つ
の

系
譜
が
浮
か
び
上
が
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
性
急
な
同
定
を
か
け
る
前
に
、
手
続
き
と
し
て
ま
ず
検
証
さ

れ
る
べ
き
は
、
近
世
の
屍
体
供
養
と
は
何
で
あ
り
、
ひ
る
が
え
っ
て
、
現
在
に
お
け
る
供
養
と
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ

う（
5
）か

。
は
た
し
て
、
近
世
の
腑
分
は
、
い
か
な
る
屍
体
を
も
ち
い
、
そ
れ
を
ど
う
扱
っ
て
い
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
屍
体
供
養
に
関
す
る
記
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録
（
位
牌
や
祭
文
な
ど
）
の
分
析
を
と
お
し
て
、
こ
の
点
に
検
討
を
く
わ
え
て
ゆ
き
た
い
。
こ
の
作
業
は
ま
た
、
医
家
ら
の
得
た
知
見

に
お
も
な
関
心
を
注
ぐ
、
従
来
の
近
世
日
本
の
解
剖
に
関
す
る
研
究
を
補
完
す
る
試
み
の
一
つ
で
も
あ
る
。

一
、『
臧
志
』「
祭
夢
覺
文
并
序
」
に
み
る
屍
体
供
養
の
あ
り
か
た

ま
ず
は
、
現
代
の
解
剖
体
供
養
の
濫
觴
と
も
目
さ
れ
て
い
る
、
山
脇
東
洋
一
党
の
屍
体
供
養
か
ら
み
て
い
こ
う
。

周
知
の
と
お
り
、
山
脇
東
洋
ら
は
一
七
五
四
年
（
宝
暦
四
）、
京
都
所
司
代
に
屍
を
請
う
て
観
臓
を
お
こ
な
い
、
五
年
後
の

一
七
五
九
年
（
宝
暦
九
）
に
、
そ
の
所
見
を
収
録
し
た
『
臧
志
』
を
公
に
し
た
。
こ
の
書
の
有
す
る
日
本
解
剖
学
史
上
の
意
義
に
つ
い

て
は
、
す
で
に
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
。
日
本
で
は
そ
れ
ま
で
、
人
の
腑
分
・
観
臓
は
「
不
応
為
」
の
こ
と
と
し
て
行
わ
れ
て
い
な

か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、『
臧
志
』
は
当
時
の
医
家
ら
に
多
大
な
る
影
響
を
あ
た
え
た
の
だ
っ
た
。

い
ま
精
読
し
よ
う
と
い
う
の
は
、
そ
の
な
か
の
「
祭
夢
覺
文
并
序
」
と
い
う
小
節
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
東
洋
ら
が
観
臓
の
一
月
後

に
、
屍
体
と
な
っ
た
三
十
八
歳
の
「
屈
嘉
」
に
む
け
て
法
事
を
修
し
た
こ
と
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。「
屈
嘉
」
に
は
、「
猶
ほ
大
夢
頓
に

覺
ま
す
者
の
ご
と
き
」
そ
の
功
に
ち
な
ん
で
、「
夢
覺
」
と
号
が
つ
け
ら
れ
、
そ
の
位
牌
は
京
都
の
誓
願
寺
随
心
庵
に
収
め
ら
れ
た
と

い
う
。
以
下
が
、
そ
の
時
の
祭
文
で
あ
る
。

祭
夢
覺
文

嗟
乎
夢
覺
や
、
賊
殺
の
跡
無
し
と
雖
も
、
實
に
姦
偽
の
魁
た
り
。
領
を
延
べ
て
嚴
刑
に
羅
つ
ら
な
る
。
天
網
豈
に
恢
々
た
ら
ん
や
。
一
身

刀
を
膏
う
る
ほ
し
、
流
血
叢
く
さ
む
らを
塗
す
。
遊
魂
何
く
に
か
在
る
。
葬
埋
誰
れ
か
終
ふ
る
。
嗟
呼
已
ん
ぬ
る
か
な
。
嗟
乎
夢
覺
や
、
生
き
て

相
識
ら
ず
、
死
し
て
面
を
見
ず
。
契
を
曠
莫
に
結
び
、
悲
を
含
み
て
寒こ
ご

え
戦
お
の
の
く
。
心
膈
を
拆
開
し
、
肺
肝
を
洞
視
し
て
、
不
言
の

教
を
受
く
。
殆
ど
舊
歡
に
比
す
。
嗟
乎
夢
覺
や
、
忠
臣
と
烈
士
と
、
赤
族
自
ら
榮
と
為
す
。
名
節
泰
山
に
重
な
り
、
青
史
百
世
に
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鳴
る
。
吾
道
終つ

ひ

に
廢
れ
ず
ん
ば
、
子
が
功
日
月
を
争
は
ん
。
骨
朽
ち
功
朽
ち
ず
、
身
後
の
名
を
成
す
に
足
る
。
子
奚
ぞ
僇
辱
を
悲

し
ま
ん
。
子
何
ぞ
情
を
慰
め
ざ
る
。
誠
を
陳の

べ
て
薄
奠
す
。
尚

こ
ひ
ね
が
はく

は
饗う

け
よ
。
寶
暦
甲
戌
年
。
三
月
七
日
。
毉
官
法
眼
山
脇
尚

徳
頓
首
再（

6
）拜

そ
な
た
は
官
吏
を
偽
り
博
徒
を
嚇
し
、
し
ば
し
ば
金
を
盗
ん
だ
罪
人
で
は
あ
っ
た
。
だ
が
、
死
後
に
身
を
呈
し
た
功
は
大
変
な
も
の

で
あ
る
。
そ
の
功
は
後
世
に
も
伝
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
ど
う
か
安
ん
じ
て
こ
の
薄
奠
を
饗
け
て
く
れ―

、
と
い
う
の
だ
。

こ
の
祭
文
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
と
き
官
よ
り
東
洋
ら
に
下
付
さ
れ
た
屍
体
は
、
斬
首
後
の
刑
死
体
で
あ
っ
た
。
法
制
史

の
研
究
に
よ
れ
ば
、
腑
分
・
観
臓
に
付
さ
れ
た
の
は
、
刑
死
体
の
な
か
で
も
特
に
「
死
罪
」
と
い
う
刑
罰
（
庶
民
に
た
い
し
て
言
い
渡

さ
れ
た
死
刑
の
一
つ
で
、「
下げ

手し

人に
ん

」
よ
り
も
重
い
罪
状
に
問
わ
れ
た
者
に
課
せ
ら
れ
た
）
に
処
せ
ら
れ
た
遺
骸
だ
っ（

7
）た

。
そ
し
て
、

そ
れ
は
通
例
、「
様
た
め
し

も
の
」（
刀
剣
の
試
し
斬
り
の
材
料
）
に
さ
れ
る
か
、「
醢か

い

」（
塩
漬
け
）
に
さ
れ
て
「
取
り
捨
て
」
ら
れ
る
か
し
て

い
た
と
い
う
。
そ
の
点
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
東
洋
ら
は
こ
の
と
き
、
牢
屋
敷
の
仕
来
を
お
し
て
法
要
を
行
い
、
祭
文
を
あ
げ
た
こ
と

に
な
る
。
東
洋
の
屍
体
供
養
に
言
及
す
る
論
考
の
な
か
に
、
こ
の
祭
文
を
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
の
発
露
と
捉
え
て
賞
賛
す
る
も
の
も

あ
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ（

8
）る

。

屍
体
へ
の
法
要
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
自
体
に
つ
い
て
は
、
本
稿
も
ま
た
、
そ
の
意
義
を
称
揚
す
る
に
吝
か
で
は
な
い
。
た
だ
し
、

そ
れ
が
現
代
に
言
う
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
へ
と
短
絡
さ
れ
う
る
か
に
つ
い
て
は
、
懐
疑
的
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
こ
の
祭
文
を
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
見
て
み
る
と
、
そ
れ
が
単
に
死
者
を
慰
霊
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
見
え

て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
祭
文
は
、
い
く
つ
か
の
要
素―

①
刑
死
者
の
罪
状
、
②
死
者
へ
の
哀
悼
の
意
、
③
観
臓
か
ら
得
ら
れ
た
知
見

と
そ
の
意
義
、
④
屍
体
と
し
て
の
栄
誉―

か
ら
成
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
死
者
の
霊
を
慰
め
る
一
方
で
、
死
者
の
生
前
の
よ
ろ
し
か

ら
ぬ
行
状
を
言
い
連
ね
（
①
）、
そ
れ
で
も
っ
て
死
者
に
た
い
し
、
腑
分
に
あ
て
が
わ
れ
た
こ
と
の
因
果
を
含
め
て
い
る
（
④
）
の
だ
。
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さ
ら
に
付
言
す
る
な
ら
、
祭
文
は
、
一
方
で
は
た
し
か
に
刑
死
者
「
屈
嘉
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
儀
礼
の
場
で
あ

げ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
え
て
刊
行
物
に
採
録
さ
れ
た
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
他
方
で
、
屍
体
に
刑
死

体
を
用
い
た
こ
と
の
妥
当
性
な
ら
び
に
腑
分
・
観
臓
の
意
義
を
世
に
知
ら
し
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ（

9
）る

。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
東
洋
の
屍
体
供
養
は
、「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
な
る
語
で
言
い
表
せ
る
よ
う
な
、
対
等
な
関
係
性
を

前
提
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
東
洋
と
「
屈
嘉
」
の
立
ち
位
置
に
は
、
歴
然
と
し
た
差
が
あ
る
。
そ
し
て
、

屍
体
は
、
あ
く
ま
で
罪
人
の
死
体
と
し
て
一
方
的
に
解
か
れ
、
一
方
的
に
弔
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、「
祭
夢
覺
文
」
以
降
の
祭
文
の
分
析

こ
う
し
た
「
祭
夢
覺
文
」
に
お
け
る
屍
体
へ
の
態
度
は
、
ひ
と
り
そ
れ
の
み
に
見
ら
れ
る
特
徴
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
以
降
に
記
録

さ
れ
た
祭
文―

と
は
い
っ
て
も
、
管
見
の
限
り
で
は
四
例
し
か
現
存
し
な
い
が―

に
つ
い
て
も
検
討
し
て
み
よ
う
。

（
一
）
一
七
八
九
年
（
寛
政
元
）
の
中
原
玄
常
に
よ
る
祭
文

「
祭
夢
覺
文
」
の
次
に
古
い
記
録
と
し
て
は
、
一
七
八
九
年
（
寛
政
元
）
に
萩
で
あ
げ
ら
れ
た
、
栗
山
幸
庵
ら
に
よ
る
祭
文
が
あ（

10
）る

。

「
賊
忠
兵
衛
ノ
牌
」
に
き
ざ
ま
れ
た
栗
山
幸
庵
の
文
に
よ
れ
ば
、
そ
の
と
き
の
死
骸
は
、
生
前
「
忠
兵
衛
」
と
い
っ
た
と
い
う
。
播

州
姫
路
の
生
ま
れ
で
海
賊
行
為
や
強
盗
・
強
姦
な
ど
を
繰
り
返
し
、
つ
い
に
発
覚
、
投
獄
さ
れ
て
、
一
七
八
七
年
（
天
明
七
）
十
一
月

二
八
日
に
大
谷
刑
場
に
て
死
罪
・
梟
首
に
処
せ
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
観
臓
は
同
日
中
に
、
数
十
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

解
か
れ
て
後
、「
忠
兵
衛
」
に
は
「
田
本
谷
理
性
」
と
い
う
法
号
が
与
え
ら
れ
、
保
福
禅
寺
に
位
牌
が
お
さ
め
ら
れ
た
。
祭
文
は
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。
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祭
盗
忠
兵
衛
文

嗟
呼
理
性
、
禍
福
門
無
く
、
惟
だ
人
自
ら
執
る
。
罪
有
れ
ば
刑
有
り
。
又
た
何
ぞ
嗟な
げ

く
も
及
ば
ん
。
汝
が
行
事
を
跡た

ず

ぬ
る
に
、
罪

数
ふ
に
勝た

へ
ず
。
海
盗
陸
竊せ

つ

、
此
来
彼
去
。
越
し
て
人
貨
を
殺あ

や

め
、
狡
姦
是
れ
務
む
。
宜む

べ

な
る
か
な
法
に
麗か

か

り
、
頭
足
處
を
殊こ

と

﹇「
異
」
に
同
じ
﹈
に
す
。
嗟
呼
理
性
、
君
子
は
罪
を
悪に

く

み
、
其
の
人
を
悪
ま
ず
。
汝
の
就
戮
に
臨
み
、
孰
れ
か
心
に
憫
れ
ま
ざ
ら

ん
。
況
ん
や
其
の
屍
を
得
て
、
刳
剥
し
観
に
供
す
。
吾
が
道
を
益
す
と
雖
ど
も
、
亦
た
曷な
ん

ぞ
暴
残
な
ら
ざ
ら
ん
。
九
蔵
百
脉
、
位

置
形
□
、
寸
斷
質
疑
し
、
細
視
し
て
惑
を
辨
ず
。
汝
吾
が
徒
に
、
曷
ぞ
此
の
賊
を
受
け
ん
、
吾
が
徒
汝
に
、
曷
ぞ
此
の
徳
を
得
ん
。

嗟
呼
理
性
、
刑
死
幾
許
ぞ
や
、
其
の
人
皆
朽
つ
。
汝
戮
辱
せ
ら
る
と
雖
ど
も
、
其
の
功
悠
久
な
り
。
吾
其
の
功
を
喜
ぶ
、
何
ぞ
宿

咎
を
責
め
ん
。
辭
を
矢つ
ら

ね
奠
を
設
け
、
汝
を
冥
黝
に
安
ん
ず
。

中
原
煥
玄
常（

11
）撰

（﹇ 

﹈
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
。
□
は
虫
損
等
に
よ
る
不
明
文
字
を
表
す
。
以
下
、
同
じ
）

先
の
「
屈
嘉
」
へ
の
祭
文
と
同
様
に
、
こ
こ
で
も
祭
文
は
、
屍
体
を
「
盗0

忠
兵
衛
」（
引
用
中
の
傍
点
は
引
用
者
。
以
下
こ
れ
に
同

じ
）
の
骸
と
徴
づ
け
た
う
え
で
進
行
し
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
に
は
、
お
な
じ
く
①
か
ら
④
ま
で
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み

取
れ
る
だ
ろ
う
。

（
二
）
一
八
一
五
年
（
文
化
十
二
）
の
中
所
是
教
に
よ
る
祭
文

栗
山
幸
庵
は
、
そ
の
後
ふ
た
た
び
屍
体
の
下
付
を
請
い
、
一
八
一
五
年
（
文
化
十
二
）
に
も
観
臓
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
今
回
、
屍

体
と
な
っ
た
の
は
、
盥
川
刑
場
で
処
刑
さ
れ
た
三
十
四
歳
の
「
彌
助
」
の
遺
骸
で
あ
っ（

12
）た

。「
盗0

彌
助
之
牌
」
に
は
、
彌
助
が
幼
い
と

き
よ
り
狡
猾
で
あ
り
、
長
じ
て
犯
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
罪
に
よ
っ
て
処
刑
、
観
臓
さ
れ
、「
忠
兵
衛
」
と
同
じ
く
保
福
寺
で
、
法
号
「
剣

覚
了
性
」
を
い
た
だ
き
法
要
を
う
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
祭
文
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
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了
性
を
祭
る
文

嗟
呼
了
性
、
隠
た
る
よ
り
見あ
ら

は
る
莫
し
、
微
な
る
よ
り
顕
は
る
莫
し
。
大
奸
積
悪
、
何
ぞ
其
の
非
を
終
へ
ん
、
厳
刑
に
首
を
殞お

と

す
、

影
響
違
は
ざ
ら
ん
、
惨
怛
の
跡
、
孰
れ
か
歔き
ょ

欷き

せ
ざ
ら
ん
。
嗟
呼
了
性
、
吾
徒
麕き

ん

集
し
て
、
汝
の
屍
を
剮
剥
す
。
九
蔵
の
位
置
、

機
転
窺う
か
がふ

べ
く
、
百
脈
貫
通
し
、
活
動
知
る
べ
し
。
名
に
于
て
実
に
于
て
、
明
察
遺
す
無
し
。
嗟
呼
了
性
、
衆
疑
惑
ふ
所
、
唯
だ

汝
是
に
対
へ
、
羣
籍
の
校
す
る
所
、
唯
だ
汝
是
に
代
る
。
之
を
不
朽
に
施
す
、
汝
の
功
何
ぞ
廃
せ
ん
。
薄
奠
尚
く
ば
享
け
よ
。

中
所
龍
仙
是
教（

13
）撰

こ
の
祭
文
に
つ
い
て
も
、
死
者
へ
の
態
度
は
、
前
二
例
と
同
断
で
あ
る
。「
嗟
呼
了
性―

」
と
呼
び
か
け
を
三
度
く
り
か
え
し
な

が
ら
、
死
者
に
た
い
し
て
、
遺
骸
が
剮
剥
さ
れ
た
経
緯
と
そ
れ
が
果
た
し
た
功
と
を
、
諄
々
と
説
き
聞
か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
こ
で
以
上
の
三
例
か
ら
推
し
量
っ
て
、
た
だ
ち
に
近
世
の
医
家
ら
の
屍
体
に
対
す
る
態
度
を
一
般
化
す
る
の
は
速
断

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
最
初
の
屍
体
供
養
を
お
こ
な
っ
た
山
脇
東
洋
と
、
二
・
三
例
目
の
栗
山
幸
庵
と
は
、
医
の
門
流
を
お
な
じ
く

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
屍
体
に
謝
意
を
表
し
つ
つ
も
、
そ
こ
に
生
前
の
罪
業
を
重
ね
見
る
と
い
う
態
度
は
、
そ
の
一
門
に
特
有
の
も

の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
の
だ
。

そ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
つ
ぎ
に
挙
げ
る
屍
体
供
養
の
例
は
、
た
い
へ
ん
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。
東
洋
の
観
臓
か
ら
約
七
十
年
後
（
幸

庵
の
二
度
目
の
観
臓
と
ほ
ぼ
同
時
代
）
の
京
都
で
、
別
の
一
党
に
よ
っ
て
も
、
屍
体
供
養
は
と
り
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
事
例
で

あ
る
。

（
三
）
一
八
二
一
年
（
文
政
四
）
の
小
森
桃
塢
一
党
に
よ
る
祭
文

一
八
二
一
年
（
文
政
四
）、
海
上
随
鷗
門
下
の
小
森
桃
塢
・
池
田
義
之
ら
は
解
臓
を
挙
行
し
、
翌
年
、
そ
の
記
録
を
『
解
臓
圖
賦
』
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と
題
し
て
刊
行
し（

14
）た

。
こ
の
書
は
幾
度
か
板
行
を
重
ね
て
は
い
る
が
、
解
臓
所
見
の
み
な
ら
ず
使
用
し
た
機
器
か
ら
人
員
の
配
置
ま
で
、

当
時
の
腑
分
の
あ
り
方
を
今
に
つ
た
え
る
、
非
常
に
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
官
吏
よ
り
屍
体
を
受
け
る
と
、
ま
ず
「
水
火
ヲ
取
テ
之
ヲ
祭
」
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
解
臓
の
後
に
あ
ら
た
め

て
、
誓
願
寺
に
て
祭
礼
を
催
し
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
と
き
屍
体
と
な
っ
た
の
は
、
二
十
三
歳
の
除
籍
刑
人
「
教
道
」
の
遺
骸
で
あ
っ
た
。
以
下
が
そ
の
時
の
祭
文
で
あ
る
。
や
や
長

く
は
あ
る
が
、
今
ま
で
活
字
に
起
こ
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
か
ん
が
み
、
全
文
を
引
い
て
お
く
。

祭
屍
の
文

吁
嗟
爾
ぢ
、
陰
陽
氣
を
流
き
、
五
行
形
を
凝
し
め
、
肢
體
全
く
具
し
て
、
性
質
も
自
か
ら
正
し
か
ら
ん
に
、
抑
そ
も
何
の
蔽お
ほ

ふ
所

ぞ
、
意
を
立
る
こ
と
誠
な
ら
ず
、
其
明
徳
を
亡
し
て
而
し
て
黯
行
を
致
し
、　　

官
教
嚴
粛
な
る
に
、
以
て
懲
こ
ら
し
むる

こ
と
克あ

た

は
ず
、

首
躬
處
を
異
に
し
て
、
此
重
刑
を
犯
せ
り
。
嗚
呼
哀
か
な
、
四
海
の
中
、
弟
兄
に
非
る
は
莫
し
。
爾
ぢ
が
是
に
至
れ
る
、
誰
れ
か

情
を
痛
し
む
る
こ
と
無
ら
ん
。
而
る
に
今　
　

官
に
請
ふ
て
、
爾
の
屍
を
賜
ひ
、
復
た
び
爾
が
體
を
解
し
て
、
粉
砕
分
離
す
。
憶お
も

ふ
に
爾
我
を
以
て
忍
と
為
し
て
、
或
は
當ま

さ

に
之
を
恨
む
べ
し
。
我
れ
豈
に
爾
を
忍
ん
や
。
是
れ
已
む
こ
と
を
得
ず
ん
ば
な
り
。
請

ふ
告
る
に
故
を
以
て
せ
ん
。
聊
さ
か
爾
が
意
を
解
せ
よ
。
夫
れ
醫
家
内
經
の
説
、
空
譚
妄
妖
、
是
が
為
め
に
誤
治
す
る
も
、
亦
夭

歾ぼ
つ

す
る
こ
と
多
し
。
吾
黨
戚
焉
、
實
に
一
朝
に
非
ず
。
其
の
道
を
思
議
す
れ
ど
も
、
荒
と
し
て
標
を
得
ざ
り
し
に
、
西
洋
の
學
、

一
た
び
吾　

邦
に
傳
へ
、
解
體
の
説
、
日
に
興
り
月
に
隆
さ
か
ん
に
、
實
驗
明
徴
、
當
に
以
て
宗
と
為
べ
し
。
然
れ
と
も
精
微
の
極
、
反

て
疑
を
致
す
こ
と
有
り
。
夫
れ
漢
を
宗
と
す
る
者
、
或
は
因
て
之
を
駁
し
、
後
學
を
引
誘
し
て
、
以
て
其
私
を
立
て
、
過
を
重
ね

て
顧
み
ず
、
人
を
欺
き
自
か
ら
欺
む
き
、
無
辜
を
誤
殺
す
る
も
、
仁
慈
を
念お
も

ふ
こ
と
無
し
。
吾
師
之
を
憂
て
、
前
に
刑
人
を
請
ひ
、

臓
を
解
し
腑
を
剖
し
て
、
以
て
其
真
を
徴
し
、
其
徒
に
標
示
し
て
、
道
茲こ
こ

に
信
を
得
た
り
。
然
れ
と
も
後
来
の
者
、
此
に
與
あ
づ
か
ら
ず
、
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憾
を
致
す
こ
と
少
か
ら
ず
、
且
つ
疑
を
懐
く
こ
と
有
り
。
是
に
於
て
爾
を
請
ふ
て
、
再
た
び
此
事
を
擧
す
。
豈
に
其
れ
之
を
忍
び

ん
や
。
實
に
已
む
こ
と
を
得
ざ
れ
ば
な
り
。
且
つ
其
れ
爾
が
性
、
本
来
善
良
、
其
れ
将
に
死
せ
ん
と
す
な
り
。
必
ず
悔
て
自
か
ら

傷
せ
ん
。
然
ら
ば
則
ち
當
に
云
べ
し
。
幸
に
醢か
い

に
為
る
こ
と
を
免
れ
、
棄
屍
人
に
益
し
て
、
以
て
前
罪
を
償
な
ふ
。
何
ん
為
れ
ぞ

之
を
忍
ぶ
と
し
て
、
而
し
て
恨
を
懐
ん
や
と
。
吾
黨
も
亦
云
は
ん
。
爾
が
惡
未
極
ま
ら
ず
、
幸
に
衢
ち
ま
た

に
尸
す
る
﹇
さ
ら
し
も
の
に

な
る
﹈
こ
と
無
く
、
臓
を
解
し
腑
を
剖
し
て
以
て
規
矩
を
得
、
業
精く
は

し
く
道
明
に
し
て
、
千
歳
の
誤
を
正
す
。
是
皆
な
爾
が
賜
も

の
な
り
。
豈
に
泥
塗
に
比
せ
ん
や
と
。
當
に
事
を
終
る
の
後
、
靈
を
佛
寺
に
歸
し
、
資
を
給
し
物
を
供
し
て
、
永
世
之
を
祭
ら
ん
。

若
し
其
れ
依
る
こ
と
無
き
の
魂
、
託
す
る
所
有
り
と
為
し
て
、
爾
が
親
以
て
喜
ば
ば
、
我
輩
も
亦
樂
ま
ん
。
屍
に
臨
ん
で
惻
恒
、

哀
情
に
堪
へ
ず
、
慇
懃
爾
に
告
る
に
、
我
が
懇
誠
を
以
て
す
。
爾
ぢ
若
し
知
る
こ
と
有
ら
ば
、
諦
聴
し
て
之
を
饗
け（

15
）よ

。

こ
こ
で
、
祭
文
の
形
式
が
前
三
者
と
は
若
干
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
ま
ず
目
が
留
ま
る
で
あ
ろ
う
。
叙
述
の
進
行
に
も
繰
り
返
し

が
多
い
。

な
か
で
も
顕
著
な
の
は
、
解
臓
の
意
義
（
③
）
に
つ
い
て
、
よ
り
多
く
の
言
葉
が
費
や
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
解
臓
と
い
う
営

為
に
は
、
新
た
な
知
見
を
得
る
方
途
で
あ
る
以
上
の
、
西
洋
の
学
の
正
当
性
を
「
漢
ヲ
宗
ト
ス
ル
者
」
や
「
後
學
」
に
「
標
示
」
し
、

無
辜
の
人
々
を
医
の
弊
害
か
ら
救
う
と
い
う
意
義
が
見
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
効
果
が
切
々
と
説
か
れ
て
い
る
の
だ
（
屍
体
を
と
む
ら

う
こ
と
が
第
一
義
の
祭
文
が
、
同
時
代
の
学
理
の
せ
め
ぎ
あ
い
と
無
縁
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
、
興
味
深

い
。
そ
れ
は
ま
た
、
学
理
の
正
し
さ
を
論
証
す
る
た
め
の
媒
体
と
も
な
っ
て
い
た
の
だ
）。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
テ
ク
ス
ト
の
含
む
要
素
と
い
う
点
か
ら
観
れ
ば
、
こ
の
祭
文
も
他
の
例
と
変
わ
り
な
い
。
屍
体
は
刑
余
の
死
体
と

し
て
、
一
方
的
に
解
体
さ
れ
、
死
者
不
在
の
ま
ま
一
方
的
に
法
要
さ
れ
て
い
る
。『
解
臓
圖
賦
』
が
『
臧
志
』
同
様
、
刊
本
と
し
て
編

ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
も
ま
た
、
死
者
へ
の
語
り
に
仮
託
し
て
解
臓
の
意
義
を
周
知
さ
せ
る
と
い
う
意
図
の
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下
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
四
）
一
八
六
一
年
（
文
久
元
）
の
岡
部
養
竹
お
よ
び
山
本
宗
平
に
よ
る
祭
文

最
後
に
い
ま
一
つ
、
幕
末
の
福
井
に
て
と
り
お
こ
な
わ
れ
た
屍
体
供
養
の
光
景
を
み
て
み
よ
う
。

一
八
六
一
年
（
文
久
元
）、
半
井
仲
庵
ら
は
、
男
女
二
屍
（
男
屍
の
年
齢
・
名
称
は
不
詳
、
女
屍
は
四
十
一
歳
・「
の
ゑ
」）
の
解
臓

を
お
こ
な
い
、
翌
一
八
六
二
年
（
文
久
二
）
に
『
解
臓
圖
記
』
を
ま
と
め（

16
）た

。
こ
の
書
に
は
、
屍
体
と
な
っ
た
者
へ
の
法
要
の
様
を
描

い
た
、
め
ず
ら
し
い
絵
図
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
絵
図
の
両
脇
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
祭
文
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

祭
解
剖
刑
屍
文

汝
重
罪
を
犯
し
、
死
刑
に
就
く
。
其
れ
自
ら
致
す
所
と
雖
ど
も
、
嗚
乎
痛
ま
し
き
か
な
。
今
又
た
吾
が
曹
、
汝
の
屍
を
官
に
請
ひ
、

肢
體
を
解
剥
す
。
実
に
不
仁
の
如
し
と
雖
ど
も
、
汝
の
經
絡
を
閲
し
、
汝
の
臓
腑
視
る
。
以
て
治
療
に
資
し
、
民
命
を
活
か
す
こ

と
有
ら
ん
。
汝
刑
戮
に
就
き
、
餘
罪
を
償
ふ
に
足
る
。
魂
知
る
こ
と
有
ら
ば
、
其
れ
怨
む
る
こ
と
勿
か
れ
。
尚
く
は
饗
け
よ
。

岡
部
養
竹

嗟
乎
汝
、
天
寵
に
因
て
灵れ
い

﹇「
霊
」
に
同
じ
﹈
生
得
を
為
し
、
人
々
の
性
本も

と

善
な
り
。
何
の
故
に
か
悪
を
積
み
、
身
を
亡
ぼ
す
に

至
る
。
蓋
し
幼
な
く
は
無
名
に
し
て
之
を
聞
か
し
め
、
長
じ
て
物
慾
に
誘
は
れ
、
遂
に
盗
竊せ
つ

姦
宄き
ゅ
うし
、
天
に
罪
を
獲
る
か
。
極
刑

の
惨
、
汝
自
ら
取
り
て
、
頭
を
断
ち
形
を
傷そ

こ

な
う
。
誰
を
か
怨
ま
ん
、
誰
を
か
咎
め
ん
。
然
る
に
人
の
性
本
善
な
り
。
其
れ
死
に

臨
み
、
母
の
悔
ひ
且
つ
慚は

づ
る
も
、
贖
ひ
の
路
無
く
、
声
涙
を
呑
み
空む
な

し
く
含
む
。
幸
ひ
な
る
か
な
、　

官
医
人
を
し
て
尸
を
觧

か
し
め
、
以
て
其
の
済
世
の
篤
志
を
助
く
。
然
ら
ば
則
ち
、
汝
以
て
慚
悔
の
深
思
を
慰
む
る
に
足
る
。
医
人
亦
た
内
景
を
詳
視
し
、
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新
た
に
格
致
功
実
を
加
え
、
汝
の
恵
を
受
く
。
是
に
於
て
、
觧
剖
畢お

は

り
て
後
、
荼
毘
浮ふ

と

屠
﹇
仏
教
の
こ
と
﹈
の
法
に
従
ひ
、
事
に

關
は
る
者
各
一
辨
の
香
を
焚
き
、
汝
が
為
に
聊
か
善
業
を
奨
す
。
嗚
呼
汝
、
灵
有
ら
ば
、
尚
く
は
饗
け
よ
。　　
　
　
　

山
本
宗
平

こ
の
二
つ
の
祭
文
に
見
出
さ
れ
る
屍
体
へ
の
態
度
も
、
こ
れ
ま
で
に
見
た
例
と
大
差
は
な
い
。
腑
分
の
お
か
げ
で
大
功
を
な
し
前
罪

を
償
う
こ
と
が
で
き
た
の
だ
か
ら
、
む
し
ろ
幸
い
な
の
だ
と
、
刑
死
者
ら
は
諭
さ
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

近
世
の
解
臓
は
、
罪
人
の
死
骸
の
処
遇
の
一
派
生
形
と
し
て
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
屍
体
供
養
も
、
純
然
た
る
慰
霊
と
は
な
り
え

ず
、
ど
こ
か
世
間
の
罪
人
に
た
い
す
る
扱
い
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

三
、
結　

語

以
上
、
本
稿
で
は
、
現
代
に
お
け
る
系
譜
語
り
を
端
緒
と
し
て
、
近
世
の
屍
体
供
養
が
い
か
な
る
あ
り
方
を
し
て
い
た
の
か
を
、
事

例
に
そ
っ
て
検
証
し
て
き（

17
）た

。
そ
の
結
果
、
見
え
て
き
た
の
は
、
現
代
の
様
態
に
は
単
純
に
比
し
難
い
、
屍
体
に
対
す
る
態
度
で
あ
っ

た
。
近
世
の
屍
体
供
養
は
、
現
代
の
慰
霊
祭
と
の
関
連
を
言
わ
ず
し
て
も
、
そ
れ
自
体
で
固
有
の
「
意
義
」
を
も
っ
て
い
る
の
だ
。

過
去
の
あ
る
出
来
事
を
「
顕
彰
」
す
る
に
、
簡
便
で
説
得
的
な
方
法
の
ひ
と
つ
は
、
そ
れ
を
現
代
の
事
象
の
先
駆
的
な
例
に
見
立
て
、

そ
こ
に
現
代
的
な
意
味
を
投
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
の
周
り
に
は
、「
起
源
」
の
語
り
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
過
去
の
出
来
事
を
も
っ
ぱ
ら
現
代
の
視
点
に
添
う
よ
う
意
味
づ
け
し
な
お
す
こ
と
は
、
当
の
出
来
事
の
有
し
て
い
た
同
時
代
的

な
意
義
を
消
し
去
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後
の
事
象
の
連
な
り
（
あ
る
い
は
切
断
）
ま
で
を
も
見
誤
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ

う
し
た
二
重
の
錯
誤
を
避
け
る
た
め
に
も
、
歴
史
を
検
証
す
る
作
業
は
、
惜
し
ま
れ
て
は
な
ら
な
い
。

本
稿
で
扱
っ
た
近
世
の
医
家
ら
の
祭
文
の
事
例
は
、
歴
史
を
叙
述
す
る
こ
と
に
付
随
す
る
陥
穽
の
存
在
を
、
あ
ら
た
め
て
提
示
す
る

も
の
で
あ
る
。
医
史
学
の
方
法
論
は
、
平
素
、
と
り
た
て
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
こ
う
し
た
事
例
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研
究
の
一
つ
一
つ
に
お
い
て
、
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ（

18
）る

。

注
記
と
引
用
文
献

（
1
）
本
稿
で
「
解
剖
」
と
い
う
場
合
、
医
学
・
歯
学
の
教
育
機
関
に
お
い
て
、
人
体
の
正
常
な
構
造
を
考
究
す
る
目
的
で
お
こ
な
わ
れ
る
「
正
常
解

剖
」
を
指
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
解
剖
体
」
と
は
、
正
常
解
剖
に
も
ち
い
ら
れ
る
人
間
の
死
体
を
い
う
。
た
だ
し
、
こ
の
「
解
剖
体
」
と

い
う
言
葉
が
定
着
す
る
の
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
近
世
か
ら
現
代
ま
で
、
腑
分
・
解
剖
に
ふ
さ
れ
る

遺
骸
一
般
に
つ
い
て
は
、
慣
用
に
反
し
な
い
限
り
、「
屍
体
」
で
代
表
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
。

（
2
）
瀧
浦
文
彌
「
山
脇
東
洋
の
解
剖
體
慰
靈
祭
」『
医
譚
』
七
号
、
三
七
頁
、
一
九
四
〇
（
昭
和
十
五
年
）

（
3
）
小
川
鼎
三
「
明
治
前
日
本
解
剖
学
史
」、
日
本
学
士
院
日
本
科
学
史
刊
行
会
『
明
治
前
日
本
医
学
史　

第
一
巻
』
八
七
頁
、
日
本
学
術
振
興
会
、

東
京
、
一
九
五
五
（
昭
和
三
十
年
）

（
4
）
杉
本
つ
と
む
「
近
代
医
学
の
源
流
（
一
二
）・
日
本
最
初
の
解
剖
事
情
」『
日
本
医
師
会
雑
誌
』
一
〇
九
巻
五
号
、
七
三
九
頁
、
一
九
九
三
（
平

成
五
年
）

（
5
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
拙
著
（『
流
通
す
る
「
人
体
」―

献
体
・
献
血
・
臓
器
提
供
の
歴
史
』
勁
草
書
房
、
東
京
都
、
二
〇
〇
七
（
平
成
十
九

年
））
に
お
い
て
も
考
察
し
て
い
る
。

（
6
）
山
脇
東
洋
『
臧
志
』（
乾
坤
）、
一
七
五
九
年
（
宝
暦
九
）、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
（
顎
軒
文
庫
）
所
蔵
﹇
Ｖ
一
一―

一
七
七
七
﹈。「
祭
夢
覺

文
并
序
」
は
乾
之
巻
十
丁
オ
よ
り
十
一
丁
ウ
ま
で
。
な
お
、
以
下
、
本
稿
で
の
引
用
は
基
本
的
に
、
原
文
が
白
文
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
引
用

者
が
訓
点
を
付
し
て
読
み
下
し
、
原
文
に
訓
点
が
施
し
て
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
そ
っ
て
読
み
下
し
た
。
ま
た
、
適
宜
、
ル
ビ
を
お

ぎ
な
っ
た
。

（
7
）﹇
石
井
良
助
『
江
戸
の
刑
罰
』、
岩
波
書
店
、
東
京
、
一
九
六
四
（
昭
和
三
九
年
）﹈、﹇
平
松
義
郎
『
江
戸
の
罪
と
罰
』、
平
凡
社
、
東
京
、

一
九
八
八
（
昭
和
六
十
三
年
）﹈
ほ
か
参
照
。

（
8
）
杉
本
・
前
掲
論
文
、
七
三
九
頁

（
9
）
前
掲
の
拙
著
を
参
照
の
こ
と
。

（
10
）
栗
山
幸
庵
自
筆
原
稿
は
、
一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
の
時
点
で
は
、
高
村
庄
太
郎
氏
の
許
に
あ
っ
た
（
田
中
助
一
『
防
長
醫
學
史
（
上
巻
）』

一
一
二
頁
、
防
長
医
学
史
刊
行
後
援
会
、
山
口
県
、
一
九
五
一
（
昭
和
二
十
六
年
））
が
、
現
在
は
、
杏
雨
書
屋
所
蔵
。
本
稿
の
記
述
お
よ
び
引



日本医史学雑誌　第 53巻 4号（2007）543

用
は
、
こ
の
杏
雨
書
屋
所
蔵
の
巻
子
本
（
一
函
三
巻
）
に
よ
っ
た
（
な
お
、
賊
忠
兵
衛
ノ
牌
」「
祭
盗
忠
兵
衛
文
」
は
、
と
も
に
第
二
巻
所
収
）。

（
11
）「
人
體
解
剖
圖
誌
」
第
二
巻
、
杏
雨
書
屋
所
蔵
﹇
研
一
二
一
三
﹈。
原
文
は
白
文
。
な
お
、
読
み
下
し
に
は
、﹇
田
中
・
前
掲
書
、
一
一
八
頁
﹈

を
参
照
し
た
。

（
12
）「
栗
山
幸
庵
の
第
二
回
目
解
剖
」
の
後
に
も
図
誌
一
帖
が
つ
く
ら
れ
、
一
九
五
一
年
（
昭
和
二
十
六
）
の
時
点
で
は
、
高
村
庄
太
郎
氏
が
所
持

し
て
い
た
と
い
う
（
田
中
・
前
掲
書
、
一
一
九
頁
）。
本
稿
で
は
、
そ
の
原
稿
を
見
る
機
会
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
同
図
誌
の
活
字
部
分
を

全
文
掲
載
し
て
い
る
﹇
田
中
・
前
掲
書
、
一
一
八―

一
二
二
頁
﹈
の
記
述
に
よ
っ
た
。

（
13
）
田
中
・
前
掲
書
、
一
一
八―

一
二
二
頁
。
な
お
、
訓
点
は
同
書
に
よ
る
。

（
14
）
池
田
義
之
『
文
政
四
年
解
臓
圖
賦
』、
一
八
二
二
（
文
政
五
年
）、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
（
顎
軒
文
庫
）
所
蔵
﹇
Ｖ
一
一―

一
〇
〇
二
﹈。
な

お
、
訓
点
は
同
書
に
よ
る
。

（
15
）
池
田
・
前
掲
書
の
う
ち
、「
祭
屍
文
」
は
一
丁
ウ
よ
り
三
丁
オ
ま
で
。

（
16
）
こ
こ
で
は
、﹇
大
武
玄
夫
・
編
纂
『
濟
世
館
小
史
』
四
二
－
四
三
頁
、
濟
世
館
、
福
井
県
、
一
九
三
二
（
昭
和
七
年
）﹈、
お
よ
び
﹇『
解
臓
圖
記

副
本
』（
福
井
藩
文
久
辛
酉
解
刻
圖
譜
）、
四
〇
丁
、
杏
雨
書
屋
所
蔵
﹇
乾
八
四
五
﹈﹈
に
よ
っ
た
。
な
お
、
原
文
は
白
文
。

（
17
）
本
稿
で
は
、
屍
体
に
さ
さ
げ
ら
れ
た
位
牌
や
祭
文
に
注
目
し
て
考
察
を
す
す
め
た
が
、
こ
こ
で
得
た
洞
察
を
よ
り
確
信
に
満
ち
た
も
の
と
す
る

た
め
に
、
今
後
は
、
各
地
に
残
る
石
碑
や
塚
な
ど
に
つ
い
て
も
調
査
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
18
）
医
史
学
に
は
、
そ
れ
が
系
譜
学
と
社
会
科
学
・
社
会
史
の
い
ず
れ
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、「
意
味
」
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
、
そ
の

「
意
味
」
の
内
実
を
明
確
に
す
る
た
め
に
も
、
医
史
学
そ
れ
自
体
の
存
立
を
め
ぐ
る
歴
史
が
、
そ
ろ
そ
ろ
綴
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
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R
ituals for the D

issected in P
re-M

odern Japan

Toyoko K
O

ZA
I

T
his paper exam

ines w
hat kinds of bodies w

ere utilized as cadavers in the dissections for m
edical stud-

ies in the E
do period and how

 researchers treated them
, through analyzing the m

em
orial addresses de-

livered at the B
uddhist altar by researchers.

A
t present, 5 texts are know

n as m
em

orial addresses for the dissected: 1. from
 a group led by Yam

aw
aki 

Toyo to K
utsuka (m

ale) in 1754, 2. and 3. from
 a group led by K

uriyam
a K

oan to C
hyubei (m

ale) and Yas-

uke (m
ale) respectively in 1789 and in 1815, 4. from

 a com
pany of K

om
ori Tou to N

orim
ichi (m

ale) in 

1821, and 5. from
 the m

em
bers of Saisei-kan to N

oe (fem
ale) and an unknow

n person (m
ale) in 1861.

A
ll the cadavers w

ere the bodies of executed felons. It w
as true that researchers bestow

ed their high-

est possible praise on them
 at the rituals; on the other hand they treated them

 as bodies. Strictly speak-

ing, the rituals for the dissected in the E
do period w

ere not identical w
ith those of today.


