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医学文化館･開館2周年記念

⑪
本
書
は
、
医
学
史
に
ご
造
詣
の
深
い
中
野
操
先
生
が
ご
研
究
、

ご
診
療
の
か
た
わ
ら
、
三
十
数
年
に
亘
っ
て
苦
心
収
集
さ
れ
た

医
学
関
係
の
錦
絵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
約
二
面
点
の
中
か
ら
、
特
に

医
学
に
関
迎
の
深
い
逸
品
を
選
び
、
中
野
先
生
み
ず
か
ら
分
離
・

綱
柴
し
、
適
切
な
解
説
を
付
し
た
も
の
で
す
。

②
抽
気
の
錦
絵
、
恢
蛎
や
腱
娠
に
側
辿
の
あ
る
姉
絵
は
そ
の
性

格
上
流
布
さ
れ
て
い
る
も
の
が
少
な
い
。
そ
う
し
た
川
批
な
条

件
の
中
で
多
年
に
型
り
収
雄
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
錦
絵
は
ま
さ
に

特
殊
な
収
榧
で
あ
り
、
非
常
に
稀
少
価
仙
の
』
尚
い
も
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
錦
絵
の
集
大
成
と
言
え
る
水
神
は
、
わ
が
川
で
初
め

て
の
も
の
で
、
隆
学
的
に
も
興
味
深
く
、
ま
た
江
脚
時
代
の
脈

民
生
柄
や
風
併
の
一
面
を
知
る
上
に
も
批
正
な
も
の
し
ｒ
一
・
㎡
え
ま

す
。

③
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
書
は
浮
仙
絵
、
釧
絵
の
愛
好
家
や
収

築
家
は
も
と
よ
り
、
多
く
の
医
家
や
江
戸
時
代
の
瓜
併
史
、
人

情
史
、
人
事
生
活
史
に
関
心
あ
る
方
々
の
必
読
必
見
の
排
と
言

う
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
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編
纂
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わ
れ
わ
れ
は
、
紙
が
発
明
さ
れ
る
以
前
は
文
字
を
木
や
竹
に
記
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
歴
史
的
知
識
と
し
て
一
応
は
知
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
「
使
わ
れ
方
」
ま
で
は
良
く
わ
か
ら
な
か
っ

た
。
し
か
し
近
年
考
古
学
研
究
の
著
し
い
発
展
と
と
も
に
そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

我
国
で
も
藤
原
宮
や
平
城
宮
な
ど
い
わ
ゆ
る
「
古
京
」
発
掘
調
査
に
よ
り
「
木
簡
」
そ
の
他
の
出
土
遺
物
が
多
数
発
掘
さ
れ
従
来
文
献
研
究

に
依
存
す
る
以
外
は
困
難
で
あ
っ
た
古
代
史
研
究
に
あ
ら
た
な
る
途
が
ひ
ら
け
た
た
め
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
医
史
学
研
究
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
他
の
学
問
研
究
の
分
野
の
成
果
を
導
入
し
、
い
わ
ゆ

る
「
学
際
的
研
究
」
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

一
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
平
城
宮
趾
の
発
掘
調
査
に
よ
り
昭
和
三
六
年
一
月
に
木
簡
が
出
土
し
て
以
来
此
処
だ
け
で
二
万
点
以
上
に
及
び
、
木

簡
研
究
の
本
家
と
も
い
う
べ
き
中
国
よ
り
も
点
数
の
上
で
は
こ
れ
を
し
の
で
い
る
。
そ
の
他
飛
鳥
板
蓋
宮
伝
承
地
と
か
藤
原
宮
趾
な
ど
か
ら
も

多
数
出
土
し
て
い
る
。

紙
が
貴
重
品
で
あ
っ
た
古
代
に
お
い
て
は
、
役
人
の
事
務
処
理
、
記
録
の
仕
事
は
主
と
し
て
木
簡
を
用
い
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
中
央
で

一
、
は
じ
め
に

古
京
出
土
遺
物
の
歴
史
学
的
研
究
Ｉ
そ
２
１

‐
木
簡
に
つ
い
て
Ｉ

騨
蕊
蕊
蕊
一
討
踏
窯
昭
和
五
十
六
年
九
月
八
日
受
付

樋
口
誠
太
郎

（1）293



こ
こ
に
木
簡
出
土
地
と
し
て
対
象
に
と
り
あ
げ
た
古
京
と
は
「
藤
原
宮
」
と
「
平
城
宮
」
で
あ
る
。

藤
原
宮
は
、
藤
原
京
と
も
い
わ
れ
持
統
天
皇
八
（
六
九
四
）
年
か
ら
和
銅
三
（
七
一
○
）
年
ま
で
、
持
統
。
文
武
・
元
明
の
三
代
の
帝
都
で
あ

う
ね
び
象
み
ち
し
あ
ま
の
か
ぐ
や
ま

り
大
和
平
野
南
部
の
畝
傍
、
耳
成
、
天
香
具
山
の
三
山
に
囲
ま
れ
た
盆
地
で
、
平
城
京
に
み
ら
れ
る
条
坊
制
が
し
か
れ
て
い
た
ら
し
い
。
す
で

に
昭
和
九
年
以
来
朝
堂
院
の
遺
跡
が
発
掘
調
査
さ
れ
、
そ
の
回
廊
は
南
北
六
一
六
メ
ー
ト
ル
、
東
西
二
三
六
メ
ー
ト
ル
の
大
規
模
な
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
り
想
像
を
は
る
か
に
上
ま
わ
る
大
き
な
帝
都
が
営
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
判
っ
て
い
た
。

な
ら
承
や
こ

平
城
宮
は
寧
楽
の
都
（
奈
良
の
都
）
と
も
い
わ
れ
和
銅
三
年
か
ら
延
暦
三
（
七
八
四
）
年
元
明
天
皇
か
ら
桓
武
天
皇
の
御
代
ま
で
約
七
○
年
近

く
の
帝
都
で
あ
っ
た
。
途
中
で
一
時
天
平
時
代
に
恭
仁
京
、
山
城
国
長
岡
京
に
移
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
・
し
か
し
弘
仁
元
（
八
一
○
）

年
に
お
こ
っ
た
藤
原
薬
子
の
乱
以
後
全
く
荒
廃
し
地
中
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
。

戦
後
歴
史
考
古
学
研
究
の
発
達
に
と
も
な
い
、
こ
の
よ
う
な
「
古
京
」
の
発
掘
調
査
研
究
が
進
展
し
、
そ
れ
ま
で
の
文
献
学
的
方
法
で
研
究

も
地
方
の
政
庁
で
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
中
国
で
は
役
人
の
こ
と
を
「
刀
筆
の
吏
」
と
称
し
た
。
こ
れ
は
役
人
の
仕
事
が
木
簡
に
字
を
書
き
、
処

理
が
お
わ
る
と
表
面
を
削
り
と
り
ま
た
あ
た
ら
し
い
こ
と
を
記
録
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
形
容
し
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
正
倉
院
御
物
の
中
に

と
う
す
さ
や

「
刀
子
」
い
わ
れ
る
小
刀
状
の
刀
物
が
あ
る
が
、
そ
の
鞘
は
懸
垂
用
の
組
紐
が
つ
け
ら
れ
帯
に
下
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
武

器
と
か
、
工
芸
の
用
に
使
う
の
で
は
な
く
、
当
時
の
役
人
の
職
務
に
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
当
時
使
用
さ
れ
た
木
簡
や
そ
の
削
り
と
ら
れ
た
部
分
が
飛
鳥
・
奈
良
の
古
京
趾
よ
り
発
掘
さ
れ
た
こ
と
は
、
発
掘
さ
れ
た
当
時
は

一
大
一
一
ユ
ー
ス
で
あ
っ
た
が
そ
の
後
次
第
に
関
心
が
む
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

本
稿
で
は
、
単
に
木
簡
に
限
ら
ず
同
様
に
出
土
し
た
人
面
土
器
な
ど
も
併
せ
二
回
に
分
け
こ
れ
ら
出
土
物
の
医
史
学
的
研
究
と
し
て
ま
と
め

て
い
く
こ
と
に
し
た
。

二
、
古
京
出
土
の
木
簡
と
そ
の
形
態
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さ
れ
て
い
た
歴
史
的
事
実
が
出
土
物
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
証
明
さ
れ
た
り
し
た
事
例
が
数
多
く
桑
ら
れ
る
。

こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
「
木
簡
」
も
こ
の
よ
う
な
発
掘
調
査
の
過
程
で
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
。

木
簡
は
形
態
（
用
途
を
含
ゑ
）
上
か
ら
お
よ
そ
一
五
種
に
類
別
さ
れ
て
い
る
が
こ
れ
を
さ
ら
に
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
大
別
で
き
る
。

１
短
冊
形
ａ
短
冊
形
を
し
た
も
の
。

ｂ
短
冊
形
で
側
面
に
穴
が
あ
る
。

Ｃ
原
形
は
短
冊
形
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
も
の
。

２
小
形
矩
形
ａ
小
形
で
矩
形
の
も
の
。

ｂ
小
形
矩
形
で
一
端
が
圭
頭
状
に
し
た
も
の
。

３
長
方
形
ａ
長
方
形
の
両
端
左
右
に
切
り
こ
承
の
あ
る
も
の
。

ｂ
長
方
形
の
一
端
に
切
り
こ
み
の
あ
る
も
の
。

ｃ
一
端
の
左
右
に
切
り
こ
ゑ
が
あ
り
他
端
を
と
か
ら
せ
て
あ
る
も
の
。

ｄ
ｃ
の
形
態
で
あ
る
が
他
の
一
方
が
原
形
が
く
さ
っ
た
り
し
て
不
明
な
も
の
。

ｅ
一
端
だ
け
と
が
ら
せ
た
も
の
。

ｆ
ｅ
の
形
で
他
端
が
不
明
な
も
の
。

医
史
学
的
研
究
に
お
い
て
、
木
簡
が
重
要
な
史
料
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
木
簡
に
記
さ
れ
て
い
る
墨
書
の
内
容
で
あ
る
。

木
簡
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
当
時
の
薬
物
の
名
称
の
ほ
か
、
処
方
妻
に
も
用
い
ら
れ
た
ら
し
く
薬
物
の
調
法
を
記
し
た
大
型
の
木
簡
の
断

４
折
損

５
削
屑

６
木
製
品

原
形
不
明

原
形
不
明
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現
時
点
に
お
い
て
は
平
城
宮
趾
の
発
掘
調
査
は
進
行
中
で
あ
り
藤
原
宮
趾
の
方
は
一
応
お
わ
っ
て
い
る
の
で
、
内
容
的
に
見
る
と
藤
原
宮
趾

の
出
土
木
簡
の
方
が
ま
と
ま
っ
た
も
の
が
糸
ら
れ
る
。

写
真
は
藤
原
宮
趾
（
奈
良
県
橿
原
市
）
か
ら
出
土
の
木
簡
中
で
も
比
較
的
大
型
の
も
の
で
タ
テ
（
長
さ
）
が
二
○
、
四
セ
ン
チ
も
あ
る
。
た
く

さ
ん
の
文
字
が
見
え
る
の
は
お
そ
ら
く
練
習
用
か
或
は
使
用
ず
み
の
も
の
を
さ
ら
に
、
下
書
き
に
用
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
文
意

は
整
っ
て
い
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
文
字
が
判
読
で
き
る
。

写
真
１
右
側
（
仮
・
表
面
）

簡

蕊
”
：

雲
癖
鄙
排
タ
ョ

こ
れ
に
つ
い
て
象
れ
ぱ
（
中
央
）
に
記
さ
れ
た
「
○
根
五
十
…
…
。
」
が
使

用
さ
れ
た
部
分
か
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
薬
物
を
記
し
た
木
簡
は
い
く
つ
か
あ
る
が
写
真
に
示
し
て
あ
る
よ
う
に
「
麦
門
冬
三
合
」
と

か
「
麻
子
一
斤
五
升
」
と
か
記
さ
れ
て
い
る
。
麦
門
冬
は
「
ヒ
ッ
ジ
グ
サ
」
と
も
い
わ
れ
薬
用
と
し
て
は
止
嘔
・
ね
あ
せ
、
な
ど
に
用
い
ら
れ

た
。
こ
の
ほ
か
麻
黄
（
か
つ
象
ぐ
さ
）
、
署
預
、
（
や
ま
と
い
も
．
山
芋
）
、
龍
骨
、
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
当
時
用
い
ら
れ
た
も
の
が
衆
ら
れ
る
。

片
、
内
薬
司
、
典
薬
、
薗
司
、
薗
官
な
ど
、
律
令
官
制
の
中
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
医
療
制
度
上
の
職
名
、
薬
物
給
付
を
う
け
た
記
録
、

本
草
集
註
と
か
、
「
ｌ
之
病
者
多
在
・
・
・
・
：
」
と
記
さ
れ
た
も
の
な
ど
完
全
な
も
の
は
あ
ま
り
存
在
し
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。
し
か
し
千
年
以

上
も
地
中
に
存
在
し
た
も
の
が
出
て
来
る
の
で
あ
る
か
ら
む
し
ろ
こ
れ
以
上
を
要
求
す
る
方
が
無
理
で
あ
ろ
う
。
こ
の
限
ら
れ
た
内
容
か
ら
も

無
限
の
医
史
学
的
研
究
の
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。

三
、
木
簡
の
墨
書
内
容
に
つ
い
て

（4） 296



号
に
大
塚
恭
男
氏
の
ヨ
千
金
要
方
』
に
つ
い
て
‐
一
を
参
照
す
る
と
孫
思
遜
（
「
五
八
一
‐
六
八
二
」
ｌ
但
し
生
年
は
推
定
）
が
七
世
紀
（
六
五
九
年
と

推
定
）
に
著
わ
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

国
立
中
国
医
薬
研
究
所
刊
行
の
『
備
急
千
金
要
方
』
（
複
刻
版
）
を
み
る
と
こ
の
巻
五
下
「
少
小
嬰
儒
方
下
」
の
中
に
「
漏
盧
湯
。
治
小
児
熱

ま
た
木
簡
で
興
味
を
ひ
か
れ
る
の
は
現
在
の
「
処
方
妻
」
，
に

鰯
涯
璃
蓬
軒
！

①②

①
右
側

漏
盧
湯
方
漏
盧
二
両
升
麻
二
両
黄
苓
一
両
大
黄
二
両
枳
実
二
両
」
白
愈
二
両
白
徴
二
両
夕
薬
二
両
甘
草
二
両
」
②
左
側
に
続
き
麻
黄
二
両
．
：
漏
盧

お
う
ど
ん

は
「
く
る
か
さ
」
と
も
い
い
、
よ
も
ぎ
の
一
種
で
升
麻
は
「
あ
は
ま
」
と
も
い
い
、
黄
苓
は
「
こ
が
ね
ば
な
」
と
も
い
、
に
ん
に
く
の
一
種

で
以
下
現
在
で
も
東
洋
医
学
で
用
い
ら
れ
て
い
る
薬
用
植
物
の
名
が
み
ら
れ
る
。

a(2)

②
左
側

麻
黄
二
両
漏
盧

新
家
親
王
湯
方
兎
糸
子
口
本
草

&曾鼻

写真3

藤原宮趾出土木簡

材・棺

①おもて

②うら

タテ30．2cm

ヨコ3．4cm

厚さ0．5cm

代
）
の
医
師
孫
思
遡
の
千
金
要
方
で
あ

プ
（
》
Ｏ『

漢
方
の
臨
淋
』
第
一
八
巻
第
四
・
五

こ
の
漏
盧
湯
方
と
い
う
薬
の
調
方
が

み
ら
れ
る
の
は
、
七
世
紀
の
中
国
（
唐
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表1『千金要方」をもたらす可能性のある過唐使船

備考

第1船遭難

唐使送る

回’ 路
路
路
路
路

航
北
北
北
・
燗ｆ

ノ
ー

Ｉ‐
田
的
？
“

〃
Ｌ

灰
６
６
７

コ
脳

０
ル
ノ〆

虹
ハ
ザ
貝
』
Ｑ
Ｊ
の
乙

発
碗
師
師
ｍ

阯

争
つ

い
布
石
郡
鯨
津
人

節
一

例

さかいぺの

坂合部

守
こうち

河内
あわたの

粟田

叱
石
大

回
回
回
回

４
５
６
７

第

ま

真

毒
、
疸
赤
白
諸
丹
毒
瘡
厩
」
と
あ
り
木
簡
に
記
さ
れ
た
十
種
の
薬
物
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
を
参
照

、
、
、

、
、

す
る
と
こ
の
木
簡
が
①
が
お
も
て
に
当
り
②
う
ら
へ
続
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

さ
ら
に
、
藤
原
京
が
六
九
四
’
七
一
○
年
ま
で
お
か
れ
、
こ
の
間
中
国
の
文
物
が
わ
が
国
に
入
る
の
は
造

あ
わ
た
の
ま
ひ
と

唐
船
の
交
流
を
通
じ
て
で
あ
る
が
こ
の
点
か
ら
ゑ
る
と
第
七
回
遣
唐
使
（
使
節
粟
田
真
人
）
の
象
に
な
る
が

『
千
金
要
方
』
が
刊
行
さ
れ
て
以
来
こ
れ
を
日
本
に
も
た
ら
す
可
能
性
の
あ
る
遣
唐
使
船
の
交
流
と
な
れ
ば

第
四
回
’
第
六
回
ま
で
が
こ
の
施
囲
に
入
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
上
の
表
１
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ま
た
②
に
み
ら
れ
る
新
家
親
王
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
親
王
に
関
し
て
は
、
『
日
本
書
紀
』
巻
廿
九
の

テ

シ
ヌ
ル

ノ

天
武
天
皇
十
一
年
八
月
Ⅱ
八
日
己
丑
の
条
に
「
勅
為
二
日
商
皇
女
更
名
新
家
皇
女
之
病
｛
大
肺
罪
以
下
男
女

共
一
百
九
十
八
人
皆
赦
之
・
」
と
あ
る
。
新
家
皇
女
は
後
の
女
帝
元
正
天
皇
で
、
天
平
二
○
（
七
四
八
）
年
に

六
九
歳
で
死
去
さ
れ
て
い
る
の
で
、
天
武
天
皇
十
一
（
六
八
三
）
年
に
は
三
’
四
歳
で
あ
ら
れ
た
と
推
定
さ

れ
『
千
金
要
方
』
の
記
す
「
少
小
嬰
砧
方
」
に
あ
る
漏
脆
湯
方
の
処
方
の
対
象
に
な
ら
れ
る
年
代
で
あ
り
、

し
か
も
、
治
病
の
た
め
特
赦
を
行
う
ほ
ど
の
重
い
病
に
か
か
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
親
王
と
い
う
表
現
は
一
般
に
は
皇
子
に
対
す
る
も
の
と
い
わ
れ
る
が
皇
子
・
皇
女
を
ひ
ろ
く
親
王
と

称
す
る
表
現
方
法
も
あ
る
の
で
、
親
王
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
絶
対
男
子
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
が
後
の
元

正
天
皇
（
女
帝
）
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
十
分
検
討
を
加
え

き
れ
な
い
仮
定
で
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。

さ
ら
に
よ
り
大
き
な
問
題
は
こ
の
木
簡
は
藤
原
宮
趾
よ
り
出
土
し
た
も
の
で
、
天
武
天
皇
十
一
（
六
八
三
）

年
は
帝
都
は
飛
鳥
浄
御
原
宮
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
漏
盧
湯
方
が
幼
い
皇
女
を
重
病
か
ら
救
っ
た
効
能
あ
る

処
方
と
し
て
藤
原
宮
へ
持
ち
運
ば
れ
た
も
の
か
ど
う
か
、
残
念
で
あ
る
が
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
天
武
天
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皇
十
一
（
六
八
三
）
年
新
家
皇
女
の
病
気
と
木
簡
中
の
新
家
親
王
が
結
び
つ
く
と
す
れ
ば
『
千
金
要
方
』
を
孫
思
遜
が
著
わ
し
て
か
ら
わ
ず
か
二

十
年
も
た
た
な
い
間
に
日
本
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
当
時
の
日
唐
間
の
交
通
事
情
か
ら
考
え
て
驚
く
べ
き
早
さ
で
あ
り
、
一
枚
の
木
簡
か

ら
中
国
文
化
を
日
本
に
も
た
ら
す
た
め
の
当
時
の
人
々
の
必
死
の
努
力
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
好
事
例
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
ま

た
人
の
生
命
に
か
か
わ
る
医
学
的
内
容
の
も
の
は
、
伝
播
す
る
こ
と
も
他
の
文
物
に
比
し
て
早
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
写
真
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
薬
を
給
付
し
た
記
録
も
木
簡
に
み
ら
れ
る
。

娘
と
称
し
天
武
天
皇
二
年
二
月
に
皇
女
を
出
生
し
た
）
に
仕
え
る
宮
廷
官
人
（
陽
胡
の
甥
）
が
薬
を
与
え
ら
れ
た
記
録
で
あ
る
。
こ
の
種
の
も
の
は
他

が
、
「
典
薬
」
と
判
読
で
き
る
。
写
真
は
木
簡
の
断
片
で
「
：
…
・
薗
官
」
の
二
文
字
が
翠
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
わ
れ
わ
れ
が
文
献
で
承
る
こ
と

の
で
き
る
律
令
官
制
の
な
か
の
職
制
に
関
す
る
も
の
で
、
典
薬
寮
に
関
す
る
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
古
代
の
官
制
は
後
に
記
さ
れ

①② に
も
数
点
存
在
す
る
。

1麦’
写真5

藤原宮趾出土木簡

(削層）

タテ15cm

ヨコ1．2cm

写 真 4

藤原宮趾''1士木簡

タテ31．8cm

ヨコ3．5cm

厚さ0．5cm

ま
た
こ
の
他
と
し
て
は
文
物
を
記
し
た
も
の
と
し
て
（
医

学
関
係
）
は
、
写
真
５
に
示
し
た
木
簡
の
削
屑
に
み
ら
れ

る
。
も
の
が
も
の
だ
け
に
は
っ
き
り
と
読
象
と
れ
る
部
分
が

少
な
い
が
「
本
草
集
註
□
…
…
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
①

の
（
右
側
）
の
も
の
で
あ
る
。
写
真
６
は
同
じ
削
屑
で
あ
る

写
真
４

や
こ

①
右
側
、
多
治
麻
内
親
王
宮
政
人
正
八
位
下
陽
胡
甥

②
左
側
、
受
被
給
薬
車
前
子
一
升
西
辛
一
両

（
）

久
参
四
両
右
三
種

ひ
戟
訟

こ
れ
ば
多
治
麻
親
王
（
母
は
藤
原
鎌
足
の
女
で
、
水
上

′ワ、
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（
取
力
）

口
服
之
大
方
葵
子
二
升
以
水
四
升
黄
爪
一
升
頓
服
之

し
か
し
、
こ
れ
は
何
に
用
い
ら
れ
た
も
の
か
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

ま
た
木
簡
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
二
両
と
か
一
両
と
い
う
の
は
当
時
の
度
量
衡
の
単
位
で
衡
（
重
さ
）
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
当
時
の
衡
・
斤
・
両
・
銑
制
で
大
宝
律
令
制
定
以
前
か
ら
用
い
ら
れ
、
大
称
（
大
両
）
と
小
称
（
小
両
）
の
別
が
あ
り
大
称
と
小
称
の
比
は

三
対
一
§
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
大
称
は
銀
や
銅
を
は
か
る
の
に
用
い
ら
れ
後
に
は
大
称
を
多
く
用
い
小
称
は
湯
薬
な
ど
小
量
の
も
の
を
は
か
る

の
に
用
い
ら
れ
る
の
象
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
一
両
は
小
称
で
二
四
銑
（
一
銑
は
黍
一
○
○
粒
の
重
さ
に
当
た
る
）
と

① た
文
献
で
は
「
い
つ
ご
ろ
」
、
「
ど
の
よ
う
に
」
と
い
う
こ
と
が
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
多
い
が
、
木
簡
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
発

見
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
部
分
的
で
は
あ
る
が
一
応
の
判
断
の
根
拠
を
得
る
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
ろ
う
。

次
に
平
城
宮
出
土
の
木
簡
に
関
し
て
桑
る
と
、
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
も
の
の
な
か
に
も
薬
物
の
調
合
と
服
用
方
法
に
関
す
る
も
の
が
見
ら
れ

プ

③
。

(2

〃
．
．
、
●
咄

溌蕊識灘
I

垂
▼
”
し
了
い
Ｕ
ｑ
Ｂ
、
や
印
可
蒙
二
■
画
ロ
ユ
ロ
サ

略
服
局

・
も

雛寵

写 真6

タテ4．3cm

ヨコ1．3cm

削層

蕊，

写真8

平城宮趾出土木簡

『平城宮発掘調査

川士木簡概報』より

写真7

藤原宮趾出土木簡

(断片）

タテ9．1cm

ヨコ1．8cm

写
真
８
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

て
い
れ
き
し

①
両
半
亭
歴
子
二
両
芒
消
一
両
半
以
下
不
明

〆
Ｊ＠

口
当
□
口
也
口
甚
口
寧
将
少
□

口
大
小
共
口
通
支
□
口
北
二
三
日
○
人
○
塩
以

苦
稻
和
口
斉
申
干
又
□
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こ
の
よ
う
に
、
地
中
に
埋
れ
た
帝
都
跡
か
ら
出
土
し
た
木
簡
の
記
述
は
部
分
的
で
、
年
代
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
い
の

で
、
く
わ
し
い
こ
と
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
帝
都
が
営
ま
れ
た
期
間
と
い
う
年
代
的
わ
く
づ
け
が
あ
る
こ
と
や
、
わ
ず
か
な
記
載

で
も
そ
れ
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
時
の
資
料
と
し
て
大
変
貴
重
で
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
手
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
文
献
と
の
照
合
や
考

証
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
、
多
く
の
ヒ
ン
ト
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
重
視
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
歴
史
考
古

が
相
承
し
た
（
類
聚
三
代
格
・
弘
仁
二
年
二
月
二
七
日
官
符
）
。
ま
た
文
武
天
皇
の
年
一
○
月
使
を
諸
国
に
造
し
て
蘇
を
つ
く
ら
し
め
た
等
の
記

録
が
あ
る
が
、
奈
良
時
代
以
降
仏
教
が
さ
か
ん
に
な
る
と
、
次
第
に
後
退
し
て
し
ま
い
、
江
戸
時
代
亨
保
一
二
（
一
七
二
七
）
年
幕
府
が
「
白

牛
酪
」
（
ゞ
ハ
タ
ー
）
を
安
房
国
嶺
岡
牧
で
試
作
し
、
当
時
の
上
流
階
級
の
一
部
が
薬
用
に
食
す
る
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
て
し
ま
う
。
こ
の
ほ

か
、
「
’
一
ラ
」
と
書
か
れ
た
木
簡
も
出
土
し
て
い
る
。

名
称
が
翠
ら
れ
る
。

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
（
『
大
日
本
貨
幣
史
』
大
一
四
刊
・
大
蔵
省
内
閣
印
刷
局
）

こ
の
ほ
か
平
城
宮
趾
出
土
木
簡
の
中
に
は
当
時
の
医
事
関
係
の
官
制
の
名
称
を
記
し
た
も
の
も
あ
り
、
「
内
薬
司
」
と
か
「
典
薬
」
な
ど
の

、
タ
マ
‐

穴駐
ゴ
ム

旱
‐牙

や 雨

こ
の
ほ
か
明
白
に
薬
用
の
食
物
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
の
名
称
も
見
ら
れ
る
。

胸
藍
も
上

け
し
．
４
暗
心

四
、
ま
と
め

愈議

写
真
９
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
「
近
江
国
生
蘇
三
合
」
と
記
さ

簡木

れ
て
い
る
。
『
発
掘
調
査
報
告
書
』
に
よ
れ
ば
「
蘇
」
と
は
牛
乳
大
一
斗
を

土出

煎
じ
つ
め
て
大
一
升
を
つ
く
る
と
さ
れ
現
在
の
「
ヨ
ー
グ
ル
ト
」
の
よ
う
な

趾

９
宮

も
の
で
、
孝
徳
天
皇
の
こ
ろ
に
帰
化
人
の
末
え
い
で
あ
っ
た
大
山
上
和
薬
使

真
城

↓
一
写
平

主
福
常
が
乳
を
取
る
技
術
を
習
得
し
「
乳
長
上
」
に
任
ぜ
ら
れ
そ
の
後
子
孫

Ｊ９／
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学
の
成
果
で
も
あ
り
同
時
に
、
こ
れ
ら
に
も
つ
と
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

今
回
は
主
と
し
て
文
字
が
吾
か
れ
た
木
簡
の
拳
に
焦
点
を
あ
て
が
、
医
史
学
研
究
の
視
点
か
ら
ゑ
る
と
、
木
簡
以
外
の
出
土
物
か
ら
も
当
時

の
人
々
の
「
く
ら
し
と
医
学
」
に
関
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
次
回
に
こ
れ
を
中
心
に
と
り
あ
げ
て
桑
た
い
。
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厚
生
新
編
は
リ
ヨ
ン
の
司
祭
ｚ
○
座
Ｑ
５
冒
巴
（
一
六
三
二
’
一
七
一
二
）
が
一
七
○
九
年
リ
ヨ
ン
で
刊
行
し
た
百
科
事
典
目
昌
○
員
］
目
●
の
骨
。
‐

国
○
日
量
巨
。
を
弱
己
幽
星
。
宮
神
父
が
一
七
四
○
年
パ
リ
で
刊
行
し
た
第
四
版
を
基
礎
に
し
て
、
当
ン
．
号
。
冒
言
ｇ
に
よ
っ
て
蘭
訳
さ
れ
、
一

七
七
八
’
八
八
に
か
け
て
ラ
イ
デ
ン
か
ら
刊
行
さ
れ
た
琶
鴨
日
。
ｇ
盲
屋
〕
。
且
巳
鴦
‐
》
国
脚
昌
胃
‐
》
Ｎ
Ｒ
匡
溢
っ
貝
厨
‐
〔
當
百
目
い
言
。
Ｃ
ａ
Ｏ
目
。
鼻
の
第

二
版
再
刷
八
冊
本
を
幕
府
天
文
方
に
設
置
さ
れ
た
蛮
書
和
解
御
用
で
繩
訳
し
た
も
の
で
あ
る
（
菊
池
俊
彦
編
、
厚
生
新
編
索
引
昭
弘
・
３
）
。

厚
生
新
編
は
一
九
三
七
年
（
昭
哩
）
貞
松
修
蔵
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
が
、
次
い
で
一
九
七
九
年
（
昭
弘
）
菊
池
俊
彦
に
よ
る
厚
生
新
編
の
影

印
復
刻
と
総
目
次
・
索
引
の
刊
行
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
そ
の
全
容
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
八
二
年
（
文
化
８
）
三
月
長
崎

訳
官
馬
場
佐
十
郎
貞
由
、
同
年
六
月
仙
台
医
員
大
槻
茂
質
玄
沢
が
天
文
方
訳
員
に
任
命
さ
れ
て
厚
生
新
編
の
訳
業
を
開
始
し
、
一
八
四
五
年

（
弘
化
２
）
に
最
終
巻
の
献
呈
を
終
え
て
い
る
か
ら
、
三
十
四
年
の
歳
月
を
要
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
間
訳
校
者
と
し
て
署
名
し
て
い
る
の

は
馬
場
佐
十
郎
（
一
七
八
七
’
一
八
一
三
）
、
大
槻
玄
沢
（
一
七
五
六
’
一
八
二
七
）
、
宇
田
川
玄
真
（
一
七
六
九
’
一
八
三
四
）
、
杉
田
立
卿
（
一
七

八
七
’
一
八
四
六
）
、
大
槻
玄
幹
（
一
七
八
五
’
一
八
三
七
）
、
宇
田
川
栫
庵
（
一
七
九
八
’
一
八
四
六
）
、
小
関
三
英
（
一
七
八
七
’
一
八
三
九
）
、
湊
長

安
（
一
七
八
六
’
一
八
三
八
）
、
大
槻
玄
東
（
一
八
二
一
Ｔ
一
八
四
二
）
、
箕
作
院
甫
（
一
七
九
九
’
一
八
六
三
）
、
杉
田
成
卿
（
一
八
一
七
’
一
八
五
九
）
、

ま
え
が
き

大
槻
玄
沢
と
厚
生
新
編

牌
蕊
蕊
灌
一
討
跨
窯
曜
和
一
通
十
六
年
八
月
十
六
圖
愛
付

山
形
敵

一
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厚
生
新
編
巻
頭
の
訳
編
初
稿
大
意
に
よ
る
と
、
訳
業
開
始
は
馬
場
佐
十
郎
と
大
槻
玄
沢
が
天
文
方
の
蛮
害
和
解
御
用
（
通
称
天
文
台
訳
員
）
に

任
命
さ
れ
た
一
八
二
年
（
文
化
８
）
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
大
槻
玄
沢
の
長
子
玄
幹
の
「
蘭
学
事
始
附
記
」
に
よ
れ
ば
、
「
佐
十
郎
を

東
下
せ
し
め
て
暦
局
に
い
れ
關
書
を
読
ま
し
め
し
に
、
一
、
二
年
に
し
て
長
崎
よ
り
帰
し
給
る
べ
き
よ
し
公
に
請
ひ
奉
る
事
切
な
り
け
れ
ば
、

官
に
も
策
尽
き
て
如
何
は
せ
ん
と
あ
り
し
時
に
、
余
土
生
玄
碩
翁
に
面
会
し
て
シ
ョ
メ
ー
ル
翻
訳
の
事
を
説
き
、
佐
十
郎
へ
命
ぜ
ら
れ
れ
ぱ
其

功
な
り
て
国
益
多
か
ら
ん
と
い
ひ
し
に
、
玄
碩
君
其
旨
を
や
ん
ご
と
な
き
御
方
堀
田
侯
へ
告
げ
ま
い
ら
せ
、
頓
て
フ
ョ
メ
ー
ル
」
和
解
御
用
を

な
る
く
し

佐
十
郎
へ
命
ぜ
ら
れ
、
終
に
は
御
家
人
に
か
ず
ま
は
れ
け
る
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
発
頭
人
は
大
槻
玄
沢
の
長
子
玄
幹
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
堀
田
侯
と
は
伊
達
宗
村
の
六
男
で
、
一
七
八
六
年
（
天
明
６
）
三
月
堀
田
正
富
の
嗣
子
と
な
っ
た
堀
田
正
敦
（
一
七
五
五
’
一
八
一
三
一
）

と
思
わ
れ
る
が
、
玄
幹
は
長
崎
遊
学
よ
り
帰
っ
た
の
ち
、
一
八
○
七
年
（
文
化
４
）
の
堀
田
正
敦
の
蝦
夷
松
前
の
巡
視
に
随
行
し
て
い
る
。
一

七
八
六
年
（
天
明
６
）
五
月
仙
台
藩
医
員
と
な
っ
た
大
槻
玄
沢
も
正
敦
と
は
面
識
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
幕
府
医
官
土

生
玄
碩
（
一
七
六
八
’
一
八
五
四
）
を
介
し
、
堀
田
正
敦
に
進
言
し
て
実
現
さ
せ
た
の
は
玄
沢
並
に
玄
幹
の
遠
謀
深
慮
の
人
柄
の
あ
ら
わ
れ
で
も

あ
ろ
う
か
。
果
せ
る
か
な
、
佐
十
郎
は
一
八
一
三
年
（
文
化
ｍ
）
松
前
で
捕
え
ら
れ
た
論
コ
ロ
ウ
’
一
ン
（
一
七
七
六
’
一
八
三
一
）
の
出
張
訊
問
に
関

与
し
、
魯
西
亜
辞
書
取
調
御
用
掛
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
ち
は
厚
生
新
編
訳
述
の
責
任
は
玄
沢
の
負
う
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
依
っ
て
玄
沢
は
一
八
一

竹
内
玄
同
（
一
八
○
五
’
一
八
八
○
）
の
十
二
名
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
蘭
学
者
の
う
ち
、
玄
沢
、
玄
真
、
椿
庵
が
そ
れ
ぞ
れ
前
期
、
中
期
、
後
期
の
編
集
主
任
の
立
場
に
あ
り
、
シ
ー
ポ
ル
ト
事
件
で
高

橋
景
保
、
吉
雄
忠
次
郎
が
連
坐
し
た
と
き
打
ち
切
り
の
可
能
性
が
あ
っ
た
が
、
玄
真
の
上
書
に
よ
り
存
続
し
た
。
し
か
し
、
熔
庵
死
後
中
心
人

物
と
な
る
べ
き
玩
甫
が
当
時
の
時
局
に
即
応
す
る
海
外
地
理
書
の
研
究
に
向
っ
た
こ
と
が
厚
生
新
編
の
訳
業
が
中
止
さ
れ
た
理
由
と
考
え
ら
れ

る
（
石
山
洋
、
厚
生
新
編
索
引
、
解
題
昭
弘
・
３
）
。

訳
業
の
端
緒
と
玄
沢
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伊
達
家
文
書
（
大
日
本
古
文
書
伊
達
家
文
書
之
十
）
に
は
大
槻
玄
沢
口
上
書
（
仙
台
博
物
館
蔵
）
が
載
っ
て
い
る
（
図
１
）
。
「
御
物
置
江
是
迄
納

来
候
厚
生
新
編
、
品
点
御
座
候
而
、
此
度
相
達
候
上
、
生
計
墓
要
と
相
改
申
候
、
定
而
右
之
御
首
尾
合
相
成
候
半
奉
存
候
、
扱
右
御
書
物
目
録

之
事
被
仰
談
候
所
、
彼
国
い
ろ
は
寄
之
如
き
書
に
而
、
其
順
一
一
和
解
仕
差
上
候
事
故
、
類
分
ヶ
之
通
一
一
御
座
候
、
依
之
、
年
々
相
納
来
候
御
写
本

之
順
立
取
調
へ
候
所
、
別
冊
之
通
二
御
座
候
、
先
以
右
之
次
第
に
而
、
第
壹
第
弐
之
巻
数
御
記
し
被
置
候
方
と
奉
存
候
、
若
し
御
写
等
二
も
相
成

候
訣
二
も
候
ハ
ハ
、
外
題
不
残
為
御
改
、
尤
一
人
之
手
に
而
も
出
来
申
間
敷
奉
存
候
間
、
御
序
二
御
改
写
本
之
毎
巻
〈
類
分
ケ
ニ
為
御
写
直
候

而
被
差
置
候
ハ
ハ
可
然
、
左
様
仕
候
〈
〈
、
御
見
合
御
調
法
二
も
相
成
可
申
候
、
扱
亦
是
迄
相
納
候
御
写
本
も
、
右
之
訣
故
、
私
方
一
二
叩
も
相

紛
レ
候
事
も
御
座
候
故
、
是
迄
公
義
江
差
上
候
分
之
目
録
、
御
用
御
役
所
控
目
録
、
不
残
写
取
指
出
申
候
、
御
引
合
被
成
候
而
、
此
目
録
二

無
之
分
、
猶
為
御
知
被
下
度
奉
存
候
、
先
〈
私
心
覚
も
御
座
候
故
、
未
差
出
候
分
〈
、
追
々
写
取
指
出
可
申
事
に
而
御
座
候
、
依
而
是
等
之
趣

申
達
置
候
巳
上
五
月
大
槻
玄
沢
」

責
任
を
分
担
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

三
年
（
文
化
、
）
四
月
門
人
宇
田
川
玄
真
を
訳
員
に
加
え
、
佐
十
郎
の
病
が
重
く
な
る
や
、
一
八
二
二
年
（
文
政
５
）
八
月
門
人
で
あ
る
杉
田

立
卿
（
玄
白
の
実
子
）
、
翌
年
十
二
月
長
子
玄
幹
を
訳
員
に
加
え
、
厚
生
新
編
の
訳
述
に
当
り
、
第
三
十
八
巻
ま
で
玄
沢
等
の
訳
校
と
し
て
責
任

を
分
担
し
た
が
、
一
八
二
七
年
（
文
政
、
）
三
月
死
亡
し
た
玄
沢
の
後
任
と
し
て
宇
田
川
椿
庵
が
訳
員
と
な
っ
て
以
来
、
訳
者
と
校
訂
者
の

馬
場
佐
十
郎
が
関
与
し
た
も
の
の
う
ち
、
第
三
巻
終
末
の
食
物
部
ま
で
馬
場
佐
十
郎
訳
、
大
槻
玄
沢
校
、
次
い
で
、
第
四
巻
冒
頭
の
生
植
部

の
杏
は
馬
場
佐
十
郎
訳
、
大
槻
玄
沢
同
校
、
宇
田
川
玄
真
続
訳
と
署
名
し
て
い
る
に
対
し
て
、
杏
に
次
ぐ
地
栢
以
下
は
玄
沢
、
玄
真
、
或
い
は

馬
場
佐
十
郎
を
加
え
て
も
訳
校
と
し
て
分
離
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
玄
沢
が
主
任
編
集
者
だ
っ
た
前
期
に
は
訳
校
者
を
分
離
し
な
か
っ

た
こ
と
も
、
玄
沢
の
慎
重
な
性
格
の
あ
ら
わ
れ
と
考
え
ら
れ
る
。

玄
沢
と
生
計
墓
要
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一
八
二
二
年
（
文
政
５
）
三
月
仙
台
藩
医
学
校
教
授
と
し
て
着
任
し
た
玄
沢
の
門
人
佐
々
木
中
沢
が
葡
萄
酒
の
新
醸
を
試
皐
よ
う
と
し
て
、

玄
沢
よ
り
厚
生
新
編
の
訳
説
を
借
覧
し
た
い
旨
申
し
出
た
の
に
対
し
て
、
玄
沢
は
同
年
九
月
十
一
日
付
書
翰
で
、
「
御
訳
説
官
庫
之
秘
害
他
へ
漏

し
可
申
様
無
之
訣
故
に
て
面
々
御
旨
御
心
得
可
被
成
候
、
別
本
御
見
合
済
候
ハ
ハ
早
速
為
御
登
可
被
成
候
」
と
記
し
、
し
か
も
、
葡
萄
酒
の
新

醸
に
成
功
し
て
も
厚
生
新
編
を
参
考
に
し
た
こ
と
は
話
さ
な
い
よ
う
に
念
を
押
し
て
い
る
（
仙
台
郷
土
研
究
昭
焔
・
７
）
・
生
計
墓
要
第
五
十
七
、

五
十
八
、
五
十
九
冊
に
相
当
す
る
厚
生
新
編
第
二
十
四
巻
は
文
政
四
辛
巳
年
（
一
八
二
一
）
正
月
十
四
日
に
幕
府
に
献
呈
さ
れ
て
お
り
、
厚
生

新
編
第
二
十
六
巻
に
相
当
す
る
生
計
墓
要
第
六
十
四
冊
の
草
果
等
ま
で
は
表
紙
の
厚
生
新
編
の
墨
書
を
朱
筆
で
生
計
墓
要
と
書
き
改
め
、
第
六

こ
の
口
上
書
は
後
に
考
察
す
る
理
由
に
よ
っ
て
、
一
八
二
三
年
（
文
政
６
）
五
月
、
す
な
わ
ち
仙

癒
４
．

呼
噌
ｉ
ｆ
ｆ
矛
珍
鯛
熱
１
ｔ
》
台
藩
医
学
校
に
藺
科
が
設
置
さ
れ
、
佐
々
木
中
沢
の
在
職
中
と
考
え
ら
れ
る
。

劣
約
ｆ
皇
え
閖
備
》
遵
身
ろ
緊
斗
典

慮
、
支
計
永
繁
，
”
ｆ
１
Ａ
２
嘩
翻
う
害

一
九
四
九
年
（
昭
型
）
宮
城
県
図
書
館
が
伊
達
文
庫
と
し
て
伊
達
家
旧
蔵
書
三
・
五
万
冊
を
一
括

閏
Ｉ
典
’
馬
１
３
４
え
全
期
仏
ｆ
氏
ｉ
↑
上

郡
祢
鍔
煙
蝉
恕
：
一
ゞ
榊
嘩
轄
郡
》
騨
和
購
入
し
た
な
か
に
生
計
墓
要
八
十
八
冊
の
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
生
計
墓
要
訳
説
進
呈
順
次
目

ｔ
，
↑
鼠
聾
Ｗ
嘩
触
溌
軸
雌
蕊
維
録
に
は
、
一
、
訳
編
初
稿
大
意
の
第
一
冊
よ
り
、
一
、
雑
集
同
珊
瑚
等
の
第
七
十
三
冊
ま
で
記
入

謝
弗
＃
４
３
‐
１
２
１
間
乍
趨
、
大
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
そ
の
後
も
納
入
さ
れ
て
お
り
、
一
、
雑
集
同
龍
の
第
八
十
六
冊
が

雀
の
隆
卵
可
働
吋
＆
隼
や
ヂ
載
イ
側
錘
心
ｒ
ｚ
｜
‐
、
い
ぶ
嘩
温
偽
，
毎
＄
γ
ぐ
Ｊ
漁
ゐ
陰
ｆ
漆

融
胡
、
◆
蚤
笈
￥
、
哩
鼻
・
垂
。
④
旬
Ｐ
ｋ
７
今
え
邸
を
え
●
、
１

〆
》
砿
．
菰
ｌ
笏
勵
、
魁
ｊ
ｊ
ｆ
４
ｒ
＃
糸
４
’
愈
罰
夕
《
岨
，
、

う
ャ
も
響
埼
沙
字
ｆ
§
１
１
’
を
図
最
後
と
な
っ
て
い
る
。

‘
あ
ど
累
拶
め
ぞ
粟
吸
生
〕
鈍
り
晶
汀
ｆ
臘
私
１
通
鈴
ど

弗
典
ｆ
淘
Ⅲ
↓
４
診
鳶
な
お
、
表
紙
の
生
計
墓
要
訳
説
順
次
目
録
に
は
鉛
筆
で
八
十
八
冊
と
記
入
さ
れ
て
い
る
が
、
第
三

ゐ
’
ら
戯
》
ど
人
Ｉ
ふ
う
ト
ー
．

冬
γ
、
薯
令
や
極
悪
悔
恨

か
Ｊ
叩
ｆ
＋
２
公
ｊ
必
４
８
号
！

↑
十
五
冊
と
第
五
十
七
冊
は
そ
れ
ぞ
れ
上
下
に
分
れ
て
お
り
、
順
次
目
録
に
は
鯛
１
１
と
い
う
シ
ー
ル

が
貼
っ
て
あ
る
か
ら
、
実
存
す
る
八
十
八
冊
と
一
致
し
て
い
る
。

伊
達
文
庫
本
の
な
か
に
は
、
一
八
九
三
年
（
明
治
妬
）
か
ら
一
九
○
四
年
（
明
治
説
）
ま
で
旧
仙
台
藩
士
有
志
の
創
設
し
た
私
立
図
書
館
の
仙

台
文
庫
で
収
集
さ
れ
た
も
の
と
歴
代
藩
主
の
収
集
し
た
観
澗
閣
本
と
が
あ
り
、
大
半
は
青
葉
城
の
書
庫
よ
り
江
戸
の
品
川
藩
邸
に
移
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

〆イ戸、
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訳
編
初
稿
大
意
の
な
か
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
此
書
編
集
す
る
所
の
事
物
、
Ａ
（
ァ
）
音
よ
り
初
り
Ｚ
（
セ
ィ
ダ
ッ
ト
）
字
に
終
る

故
に
開
初
条
ア
音
字
な
れ
ば
、
先
シ
首
に
「
ア
ァ
ル
」
の
説
あ
り
、
こ
れ
鰻
鯉
魚
な
り
、
次
に
「
ア
ァ
ル
ベ
シ
ー
ン
」
あ
り
、
こ
れ
覆
盆
子
（
い
ち

ご
）
な
り
、
其
次
に
「
ア
ァ
ン
ポ
ル
シ
チ
グ
ヘ
ー
ド
」
を
出
す
、
こ
れ
喘
息
病
な
り
、
籾
鰻
鰡
は
気
形
に
属
し
覆
盆
子
は
生
植
に
属
す
べ
く
、

喘
息
は
疾
病
に
属
す
べ
き
な
り
。
し
か
る
に
、
本
編
は
こ
の
分
類
に
諭
な
く
皆
彼
邦
語
の
字
音
の
順
序
に
従
ひ
集
め
た
る
も
の
な
れ
ば
か
く
あ

玄
沢
が
一
七
八
八
年
（
天
明
８
）
刊
行
し
た
蘭
学
階
梯
の
巻
下
、
書
籍
の
条
の
末
尾
に
、
「
シ
ョ
メ
ー
ル
、
ホ
ィ
ス
ホ
ゥ
デ
レ
キ
ゥ
ヲ
ー
ル
デ
ン

ブ
ッ
ク
ニ
冊
、
増
続
七
冊
居
家
蟇
要
の
全
書
な
り
」
と
記
し
て
い
る
。
厚
生
新
編
の
訳
語
は
、
一
八
二
年
（
文
化
８
）
秋
に
馬
場
佐
十
郎
と

大
槻
玄
沢
の
識
し
た
巻
頭
の
訳
編
初
稿
大
意
に
明
ら
か
で
あ
る
。
「
ホ
イ
ス
ホ
ウ
デ
レ
ー
キ
と
い
ふ
辞
を
訳
す
れ
ば
人
各
家
職
を
務
め
、
そ
れ
ぞ

れ
の
生
産
を
計
り
修
め
ら
る
べ
き
云
食
と
い
う
語
義
あ
り
。
こ
れ
に
漢
字
を
あ
て
ば
厚
生
と
も
い
ふ
義
な
る
べ
し
。
「
ウ
ヲ
ー
ル
ド
・
ブ
ッ
ク
」

は
即
ち
そ
れ
ら
事
物
の
寄
語
の
書
と
い
ふ
事
な
り
（
中
略
）
。
我
い
ろ
は
寄
に
明
解
あ
る
も
の
な
り
（
中
略
）
。
原
語
の
訳
名
を
厚
生
韻
府
と
顕

し
て
可
な
ら
む
か
、
然
れ
ど
も
本
編
和
解
訳
文
を
為
す
も
の
を
見
れ
ば
た
へ
て
音
寄
の
も
の
に
あ
ら
ず
、
故
に
別
に
義
を
転
じ
姑
く
新
編
の
字

を
厚
生
の
下
に
附
続
し
、
厚
生
新
編
と
題
す
。
」

す
な
わ
ち
本
書
の
題
名
は
馬
場
佐
十
郎
の
首
導
下
に
命
名
さ
れ
た
が
、
仙
台
藩
に
提
出
す
る
場
合
に
は
、
蘭
学
階
梯
の
な
か
の
訳
語
で
あ
る

居
家
蟇
要
を
改
め
、
訳
編
初
稿
大
意
の
な
か
の
「
生
産
を
計
り
修
め
ら
る
べ
き
」
と
い
う
点
を
重
視
し
て
生
計
纂
要
と
名
付
け
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

十
五
冊
の
阿
仙
薬
等
か
ら
表
紙
も
内
容
も
生
計
墓
要
と
墨
書
し
、
第
八
十
六
冊
の
龍
等
ま
で
を
仙
台
藩
庁
に
呈
出
し
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
伊
達
家
文
書
の
大
槻
玄
沢
口
上
書
は
一
八
二
三
年
（
文
政
６
）
五
月
の
も
の
で
、
中
沢
の
厚
生
新
編
借
覧
申
込
み
の
行
わ
れ

た
翌
年
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

厚
生
新
編
と
生
計
蟇
要
の
異
同

9
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る
な
り
（
中
略
）
。
よ
っ
て
草
案
一
二
冊
を
呈
し
て
、
明
旨
を
待
ち
奉
り
し
に
、
初
巻
よ
り
字
音
の
順
次
に
従
ひ
て
こ
れ
を
訳
す
べ
き
事
は
、
は

じ
め
命
を
下
し
給
ふ
が
如
く
に
し
て
、
唯
其
和
解
草
稿
の
際
、
其
草
成
る
に
従
ひ
先
づ
仮
り
に
生
植
部
、
畜
獣
部
、
技
巧
部
、
医
法
薬
剤
部
、

漁
猟
部
と
い
ふ
が
如
く
概
別
を
為
し
、
訳
草
重
り
て
そ
の
某
の
部
に
数
葉
一
巻
を
為
す
に
至
ら
ぱ
、
某
部
の
第
一
第
二
第
三
と
し
て
進
呈
す
べ

し
。
其
区
分
類
聚
は
総
巻
全
備
の
日
に
在
る
べ
し
と
な
り
。
」

す
な
わ
ち
、
Ａ
よ
り
Ｚ
ま
で
遂
次
訳
述
し
て
行
き
、
訳
草
が
多
く
な
っ
て
一
巻
を
成
す
に
至
っ
た
な
ら
ば
某
部
第
一
、
第
二
の
よ
う
に
類
別

す
る
こ
と
に
な
っ
て
編
集
さ
れ
た
の
が
厚
生
新
編
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
巻
は
訳
編
初
稿
大
意
に
次
い
で
、
諸
烏
並
飛
虫
類
巻
之
一
（
鷲

等
）
、
生
植
部
巻
之
一
（
ア
ァ
ル
ベ
シ
ー
ン
等
）
、
生
植
部
巻
之
二
（
ア
ァ
ル
ド
ァ
ッ
。
ヘ
レ
ン
等
）
、
第
二
巻
は
巧
芸
部
（
油
水
の
重
さ
を
量
る
器
等
）
、
医

法
方
療
部
巻
之
一
（
刺
絡
）
、
疾
病
部
巻
之
一
（
喘
息
等
）
の
よ
う
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。

玄
沢
が
仙
台
藩
に
呈
出
し
た
生
計
纂
要
訳
説
進
呈
順
次
目
録
（
図
２
）
は
第
一
冊
の
訳
編
初
稿
大
意
に
次
い
で
、
「
い
印
ノ
部
」
と
部
立
し

て
、
第
二
冊
の
諸
烏
並
飛
虫
類
巻
之
一
か
ら
第
二
十
二
冊
の
地
土
集
説
巻
之
下
（
同
活
套
等
）
ま
で
、
「
い
」
と
記
入
し
、
「
ろ
印
ノ
部
」
で
は

■
《
琴
董
零
童
景
鳶
刷
側
醒
澄
罰
蕊
蕪
劃
』
藩
叩
「
蹴
揮
蕊

湖
●
諮
皇
や
》
：
一
《
》
鐸
ゞ
啄
謡
》
，
ゞ
鍔
．
ゞ
・
ゞ
、
》
△
．
“
”
轄
斗
、
、
‘

繩
ｊ
‐

、
‐
‐
品
》
‐
ｂ

蹄
六
十
一
冊
の
雑
集
（
同
カ
ー
ア
ピ
ア
等
）
か
ら
第
七
十
三
冊
の
雑
集
（
同
珊
瑚
等
）

壁
靴
鍔
繍
粉
鍋
え
鴬
茅
碁

蛭
ま
で
「
は
」
と
記
入
し
て
あ
る
。

型
》
恥
均
一
鍬
・
計
武
鶏
阪
湖
‐
．
》
．
↑
品
Ｊ
Ｊ
↑
．
唖
、
。
》
〉
》
Ｎ
も
‐
幸
（
ロ
；
鈍
“
一
、
ｆ
、

、
品
｝
・
《
』
．
１
．
．
吋
、
『
鑑
い
‐
．
》
識
“
》
奔
・
・
〆
遮
矛
無
く
浄
認
『
碑
毎
．
“
凸

説

、
、
訳
し
か
も
、
第
一
冊
に
は
訳
編
初
稿
大
意
に
次
い
で
厚
生
新
編
巻
之
一
（
図
３
）

唱
鍔
く
』
辨
唱
げ
、
宮
』
凸
界
”

一
油
一
四
》
舞
鋳
）
《
蛙
妙
一
噸
蕊
“
‐
呼
蟻
‐
“
地
↑
》
〆
》
、
『
辛
々
…

要

嘩

な
混
鄙
駕
篭
感
礎
窓
蕊
感
・
量
：

Ｈ
‐
葛
破
静
等
》
《

唖
＃
嘘
：
↑
。
《

必
懲
惑
巽
鍵
謙
愚
・
垂
ご
銚

弓
轤
罎
：
”
畷
ゞ
拝
“
・
根
獄
弗
ゞ
ベ
、
レ
ー
ン
、
奇
．
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は
第
六
巻
に
あ
り
、
「
戌
八
月
二
十
九
日
摂
津
守
殿
江
上
二
冊
之
内
」
の
な
か
に
入
っ
て
い
る
が
、
生
計
纂
要
で
は
、
さ
ら
に
第
十
九
冊
と
第

二
十
冊
に
分
れ
る
厚
生
新
編
第
六
巻
の
第
二
十
冊
の
魚
介
部
に
鰻
鱸
魚
が
入
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
文
化
八
年
秋
幕
府
に
呈
出
し
た
第
一
冊
で

は
、
厚
生
新
編
巻
之
一
の
鰻
鯉
魚
は
馬
場
貞
由
謹
訳
述
、
大
槻
茂
質
謹
参
校
と
記
し
て
い
る
の
に
、
文
化
十
一
年
八
月
二
十
九
日
幕
府
に
呈
出

し
た
第
二
十
冊
の
厚
生
新
編
第
六
巻
魚
介
部
の
鰻
蝿
魚
で
は
馬
場
貞
由
の
名
を
除
き
、
大
槻
茂
質
玄
沢
、
宇
田
川
僕
玄
真
訳
校
と
訳
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
ど
ち
ら
も
大
槻
玄
沢
が
訳
述
の
責
任
者
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
玄
真
の
関
与
の
あ
る
た

め
か
、
両
者
の
内
容
に
は
か
な
り
の
異
同
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
計
墓
要
で
は
、
冒
頭
に
、
「
鰻
蝿
魚
に
〈
淡
水
（
マ
ミ
ヅ
）
の
内
に

生
す
、
又
潮
水
通
す
る
所
の
河
中
に
も
在
り
或
〈
時
に
海
中
鰔
水
（
シ
ホ
ミ
ヅ
）
の
内
に
も
下
（
サ
ガ
）
る
な
り
「
ヒ
ヒ
パ
ラ
」
霜
蒄
確
祀
錘
壱
弄

鎮
輝
子
彬
耗
雲
へ
誰
唖
糾
鍛
痙
畦
む
）
の
種
族
と
す
二
類
有
り
」
し
と
あ
る
の
が
、
厚
生
新
編
で
は
、
「
淡
水
（
マ
ミ
ヅ
）
の
内
に
生
ず
。
又
潮
水
（
シ
ホ
ミ

ヅ
）
往
来
の
川
に
も
す
む
。
或
は
時
に
海
へ
も
下
る
な
り
。
此
魚
は
非
々
八
蝋
（
ひ
ひ
ば
ら
）
の
種
族
（
る
じ
に
入
れ
電
磁
砕
輻
歸
秒
孵
蜂
か
識
恥
甦

雌
汚
類
殖
鯉
詐
咋
壺
呉
恥
珪
峰
卦
礁
華
睦
畢
其
類
二
品
あ
り
」
と
訂
正
し
、
仮
名
を
附
け
て
字
義
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
若
干
の
訂
正
が
あ
り
、

‐
》
屋
‐
学
新
鵜
巻
之
一
、
窺
》
‐
Ｊ
《
瀞
み
、
式
蕊

酬
晶
ｄ
■

．
、
辱
一
恥
．
．
‐
‐
？
．
・
嘉
一
〃
？
“
９
一
．
‐
、
聯
黙
″
ぺ
ゞ
。
”
ゞ
‐
響
↑
《
ぷ
」
》
‘
？
》
ゞ
線
《
瞬
難
琴
譲
●
賢
‐
．
↑
・
ゞ
、
…
ぷ

崎
●
巍
誕
鯛
寵
嘘
蕊
燃
蕊
群

、
唖
、
今
。
為
祁
究
》
宇
寧
》
。
』
令
，
”
卸
ｘ
・
、
マ
《
１
ｆ
寸
曾
な
。
．
｝
、
悲
却
．
‐
令
今
“
‐
・
・
０
，
４
・

持
ゞ
》
鐸
域
恥
零
ゑ
ゞ
蜂
婚
謝
吟
脚
渋
一
為
”

壌
繍
盈
鍛
幾
認
￥
の
灯
迦
出
す
久
蝿
水
過
を
糸

の
村
ヰ
、
、
滑
で
黄
（
吟
駄
協
乎
鍼
殊
の
胸
、
も
噂

図 3 厚生新編巻之一（伊達文庫本）

算篦
一

園

一

一

l罰
津

漁

〃

〔

９
牙
汽
・
ａ
出
典

４

蕊；
一宅…画一…曇一一 一 一 一 一

図4「鰻轆魚」挿絵（伊達文庫本）
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こ
と
に
厚
生
新
編
で
、
（
第
一
、
二
の
図
は
共
に
原
本
に
脱
す
）
と
記
さ
れ
て
い
る
の
に
、
生
計
墓
要
で
は
、
第
一
冊
で
も
第
二
十
冊
で
も
入
っ

て
い
る
（
図
４
）
。
も
っ
と
も
、
第
一
冊
で
は
第
一
、
第
二
図
が
正
し
く
入
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
第
二
十
冊
で
は
正
反
対
に
記
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
、
厚
生
新
編
で
は
原
本
に
脱
す
と
し
て
、
省
か
れ
た
所
以
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
お
、
生
計
墓
要
の
末
尾
に
、
「
按
に
我
方
に
て
数

珠
子
（
ず
ず
ご
）
と
や
ら
ん
呼
べ
る
釣
法
（
つ
り
か
た
）
こ
れ
に
似
た
り
と
き
け
り
」
と
い
う
註
は
厚
生
新
編
で
は
は
ぶ
か
れ
て
い
る
。
数
珠
子

は
奥
州
地
方
の
方
言
で
、
伊
勢
山
田
生
れ
の
玄
真
に
な
づ
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
、
生
計
纂
要
第
一
冊
は
玄
沢
の
訳
述
、
厚
生
新

編
第
六
巻
は
玄
真
の
増
訳
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

生
計
墓
要
第
一
冊
の
厚
生
新
編
巻
之
一
に
は
鰻
鯉
魚
に
次
い
で
覆
盆
子
（
い
ち
ご
）
が
あ
る
が
、
四
冊
に
分
れ
て
い
る
厚
生
新
編
で
は
、
第

一
巻
の
第
三
冊
生
殖
部
巻
之
一
に
入
っ
て
い
る
。
両
者
の
内
容
を
比
較
す
る
と
、
再
提
出
の
厚
生
新
編
の
記
載
が
良
く
ま
と
ま
っ
て
い
て
理
解

し
易
い
。
し
か
し
、
生
計
纂
要
で
は
、
西
洋
イ
チ
ゴ
を
見
聞
し
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
佐
十
郎
と
玄
沢
の
困
惑
ぶ
り
が
如
実
に
認
め
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
冒
頭
に
、
「
按
に
「
ア
ァ
ル
ベ
シ
イ
ン
」
〈
い
ち
ご
な
り
漢
名
覆
盆
子
」
と
断
定
し
な
が
ら
も
、
「
本
草
家
の
諸
説
を
閲
（
ミ
ル
）
す

る
に
（
中
略
）
、
和
漢
い
ち
ご
覆
盆
子
共
に
通
称
に
し
て
其
中
に
品
類
を
分
つ
と
見
ゆ
れ
〈
又
和
藺
〈
風
土
も
差
へ
あ
る
事
な
れ
〈
形
状
の
大

同
小
異
ハ
あ
る
へ
し
然
れ
共
ア
ァ
ル
ベ
シ
ー
ン
の
覆
盆
子
た
る
事
ハ
相
違
な
け
れ
〈
以
下
に
も
原
書
の
ま
ま
に
赤
覆
盆
子
、
白
覆
盆
子
、
黒
覆

盆
子
と
訳
す
る
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
厚
生
新
編
の
方
で
は
、
単
に
赤
実
、
白
実
、
黒
実
と
し
て
、
要
領
良
く
そ
の
気
味
、
功
能

を
述
べ
て
い
る
。
し
か
も
、
焼
酎
や
杜
松
子
に
浸
じ
た
未
熟
の
黒
覆
盆
子
が
石
淋
、
結
石
諸
症
に
、
葉
や
轍
葉
に
虫
下
し
と
毒
解
し
に
功
能
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
、
生
計
纂
要
で
は
、
「
按
に
、
右
の
性
功
東
医
未
た
説
さ
る
所
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
厚
生
新
編
で
は
削
除
し
て
い
る
。

こ
れ
は
一
般
漢
方
医
の
反
感
を
考
慮
し
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
か
。

な
お
、
大
槻
玄
沢
か
ら
佐
を
木
中
沢
に
ひ
そ
か
に
送
ら
れ
た
厚
生
新
編
に
は
、
「
蒲
桃
酒
」
の
控
本
並
補
訳
共
二
載
冊
お
よ
び
「
刺
絡
」
が

こ
れ
は

な
お
、

あ
っ
た
、

前
者
に
つ
い
て
は
、
生
計
墓
要
第
三
十
七
冊
の
蒲
桃
酒
第
一
、
第
四
十
冊
の
補
訳
巻
之
一
と
考
え
ら
れ
（
仙
台
郷
士
研
究
、
昭
鴫
・
７
）
、
ま

（19）311



一
八
二
年
（
文
化
８
）
よ
り
一
八
四
五
年
（
弘
化
２
）
ま
で
三
十
四
年
間
に
わ
た
っ
て
幕
府
天
文
方
の
蛮
言
和
解
御
用
と
し
て
行
わ
れ
た
シ

ョ
メ
ー
ル
の
百
科
字
典
の
翻
訳
は
、
仙
台
藩
医
員
大
槻
玄
沢
・
玄
幹
父
子
の
発
議
で
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
間
、
馬
場
佐
十
郎
、
大
槻

玄
沢
、
宇
田
川
玄
真
、
杉
田
立
卿
、
大
槻
玄
幹
、
宇
田
川
椿
庵
、
小
関
三
英
、
湊
長
安
、
大
槻
玄
東
、
箕
作
院
甫
、
杉
田
成
卿
、
竹
内
玄
同
の

著
名
な
蘭
学
者
十
二
名
が
訳
員
と
な
っ
て
実
施
さ
れ
た
が
、
玄
沢
、
玄
真
、
椿
庵
の
三
人
が
そ
れ
ぞ
れ
前
期
、
中
期
、
後
期
の
編
集
主
任
の
役

一
七
八
六
年
（
天
明
６
）
五
月
仙
台
藩
医
員
に
任
ぜ
ら
れ
た
大
槻
玄
沢
は
、
官
庫
の
秘
書
で
あ
る
厚
生
新
編
を
初
め
は
愛
弟
子
の
仙
台
藩
医

学
校
外
科
教
授
佐
々
木
中
沢
に
貸
与
し
た
が
、
そ
の
後
翻
訳
の
出
来
上
り
次
第
仙
台
藩
庁
に
呈
出
し
て
、
仙
台
藩
の
厚
生
利
用
に
役
立
た
せ
よ

た
刺
絡
に
つ
い
て
は
、
生
計
纂
要
第
六
冊
の
厚
生
新
編
医
療
法
方
部
巻
之
一
と
考
え
ら
れ
る
（
日
本
医
史
学
雑
誌
・
昭
蝿
・
７
）
。
し
か
し
、
現
存

す
る
刺
絡
は
、
既
述
の
伊
達
伯
観
潤
閣
図
書
印
の
あ
る
観
潤
閣
本
と
伊
達
文
庫
の
図
書
印
の
あ
る
宮
城
県
図
書
館
蔵
本
と
が
あ
る
。
両
者
は
書

体
も
内
容
も
全
く
同
一
筆
蹟
で
あ
り
、
厚
生
新
編
第
二
巻
医
療
法
方
部
巻
之
一
と
同
一
内
容
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
既
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
伊
達
文
庫
本
は
玄
沢
よ
り
仙
台
藩
庁
に
直
接
呈
出
さ
れ
た
生
計
纂
要
で
あ
り
、
観
澗
閣
本
は
玄
沢

よ
り
直
接
中
沢
に
送
ら
れ
て
仙
台
藩
医
学
校
蔵
書
と
な
り
、
そ
の
後
伊
達
家
に
収
蔵
さ
れ
て
観
潤
閣
本
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
日
本
医

史
学
雑
誌
昭
認
・
７
）
。

シ
ョ
メ
ー
ル
の
蘭
訳
字
典
に
つ
い
て
、
大
槻
玄
沢
は
蘭
学
階
梯
（
一
七
八
八
）
刊
行
時
に
は
居
家
墓
要
と
名
付
け
て
い
た
が
、
一
八
二
年

（
文
化
８
）
馬
場
佐
十
郎
と
訊
訳
に
従
事
し
た
時
点
で
佐
十
郎
と
協
議
し
て
厚
生
新
編
と
名
付
け
た
。
し
か
し
、
仙
台
藩
庁
に
秘
か
に
呈
出
し

た
と
き
生
計
纂
要
と
名
付
け
た
の
は
居
家
纂
要
よ
り
も
具
体
的
で
合
理
的
名
称
と
考
え
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

う
と
し
た
。

目
を
果
し
た
。

む
す
び
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な
お
、
伊
達
家
旧
蔵
書
の
生
計
纂
要
八
十
八
冊
が
宮
城
県
図
書
館
の
伊
達
文
庫
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
の
葵
文
庫

所
蔵
の
厚
生
新
編
と
比
べ
る
と
、
生
計
纂
要
の
訳
編
初
稿
大
意
に
つ
づ
く
巻
之
一
の
鰻
蝿
魚
と
覆
盆
子
は
厚
生
新
編
に
は
欠
け
て
い
る
が
、
厚

生
新
編
第
六
巻
魚
介
部
の
鰻
嬢
魚
、
第
一
巻
生
植
部
巻
之
一
の
ア
ア
ル
ベ
シ
ー
ン
と
比
較
し
て
み
る
と
、
訳
文
は
後
者
が
洗
練
さ
れ
て
お
り
、

厚
生
新
編
訳
述
の
成
立
過
程
を
知
る
の
に
良
い
実
証
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
厚
生
新
編
の
成
立
に
対
す
る
大
槻
玄
沢
の
意
義
は
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
り
も
は
る
か
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
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わ
が
国
の
医
史
学
が
呉
、
富
士
川
両
先
生
に
は
じ
ま
る
こ
と
は
、
だ
れ
し
も
承
と
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
両
先
生
の
最
初
の
出

会
い
が
い
つ
ご
ろ
で
あ
っ
た
か
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
富
士
川
英
郎
・
三
枝
博
音
両
氏
の
執
筆
に
な
る
『
富
士
川
勝
先
生
』
（
「
富
士
川
先
生
」

刊
行
会
、
一
九
五
四
年
）
付
録
年
譜
は
、
一
八
九
○
年
（
明
治
一
三
年
）
の
と
こ
ろ
に
、
「
こ
の
年
、
呉
秀
三
、
土
肥
慶
蔵
と
相
識
る
」
と
し
る
し

て
い
る
。
だ
が
、
わ
た
し
は
新
資
料
に
よ
っ
て
、
こ
の
出
会
い
が
も
っ
と
は
や
い
こ
と
を
た
し
か
め
た
の
で
、
報
告
す
る
。

両
先
生
が
共
同
し
て
医
学
史
の
仕
事
を
は
じ
め
ら
れ
る
ま
で
の
主
要
な
出
来
事
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
、
’

一
八
六
五
年
（
慶
応
元
年
）
三
月
一
四
日
（
大
陰
暦
二
月
一
七
日
）
呉
、
江
戸
青
山
の
芸
州
藩
下
屋
敷
に
う
ま
る
。
六
月
四
日
（
大
陰
暦
五
月
一

す
す
ぐ

一
八
七
九
年
（
明
治
一
二
年
）
富
士
川
の
父
君
雪
を
中
心
に
奨
進
医
会
が
組
織
さ
れ
た
。

一
八
八
一
年
（
明
治
一
四
年
）
九
月
富
士
川
、
広
島
県
病
院
付
属
医
学
校
に
入
学
。

一
八
八
五
年
（
明
治
一
八
年
）
呉
、
東
京
大
学
予
備
門
分
費
を
お
え
て
、
一
二
月
一
日
東
京
大
学
医
学
部
へ
入
学
（
翌
年
帝
国
大
学
医
科
大
学
へ

一
日
）
富
士
川
、
芸
州
に
う
ま
る
。

一
、
両
先
生
の
年
譜
よ
り

呉
秀
三
・
富
士
川
勝
両
先
生
が
は
じ
め
て
で
あ
っ
た
頃

Ｉ
わ
が
国
医
史
学
の
濫
膓
を
さ
ぐ
る
！

耀
轤
蕊
灌
一
謹
準
譜
昭
和
五
十
六
年
六
月
函
Ｅ
受
付

岡
田
靖
雄
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L

入
学
）
。

一
八
八
七
年
（
明
治
二
○
年
）
七
月
富
士
川
、
広
島
県
広
島
医
学
校
を
卒
業
、
秋
に
上
京
し
て
中
外
医
事
新
報
社
に
入
社
。

一
八
八
九
年
（
明
治
一
三
年
）
四
月
富
士
川
『
私
立
奨
進
医
会
雑
誌
』
を
創
刊
。

一
八
九
○
年
（
明
治
一
三
年
）
二
月
一
七
日
呉
、
帝
国
大
学
医
科
大
学
を
卒
業
（
正
式
に
は
翌
年
七
月
）
。

一
八
九
二
年
（
明
治
二
五
年
）
は
じ
め
よ
り
、
ふ
た
り
で
交
代
の
よ
う
に
『
中
外
医
事
新
報
』
に
医
人
伝
を
か
き
は
じ
め
た
。
三
月
四
日

第
一
回
医
家
先
哲
祭
。
九
月
に
『
日
本
産
科
叢
書
』
の
編
集
は
じ
ま
る
。

医
学
史
へ
の
志
は
両
先
生
と
も
も
っ
と
は
や
く
か
ら
い
だ
い
て
お
ら
れ
た
。
呉
先
生
は
、
予
備
門
分
雪
か
ら
文
科
に
転
じ
て
歴
史
学
を
お
さ

め
よ
う
と
し
て
、
令
兄
や
親
戚
の
箕
作
秋
坪
・
菊
池
大
麓
な
ど
に
反
対
さ
れ
て
お
も
い
と
ど
ま
っ
た
と
は
い
え
、
医
科
に
は
い
っ
て
か
ら
も
医

学
史
へ
の
志
は
つ
よ
か
っ
た
。
予
備
門
で
同
級
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
文
学
者
菅
虎
雄
（
一
八
六
四
’
一
九
四
三
）
は
、
お
そ
ら
く
予
備
門
時
代
の
こ

と
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
か
た
っ
て
い
る
（
「
呉
秀
三
君
を
憶
ふ
」
、
『
呉
秀
三
小
伝
』
、
呉
博
士
伝
記
編
纂
会
、
一
九
三
三
年
）
、
ｌ

呉
君
は
シ
ー
ポ
ル
ト
に
関
し
種
を
研
究
を
さ
れ
、
そ
の
伝
記
等
を
作
っ
て
居
ら
れ
る
が
、
そ
の
日
本
研
究
の
著
書
を
或
時
呉
君
が
知
合
ひ

の
家
か
ら
借
り
て
来
て
私
に
見
せ
て
く
れ
た
、
私
は
暫
く
借
り
て
読
ん
だ
が
大
変
面
白
か
っ
た
の
で
譲
っ
て
貰
ふ
よ
う
に
呉
君
に
相
談
し
た

が
先
方
で
他
に
譲
る
こ
と
が
出
来
ぬ
と
の
こ
と
で
余
り
長
く
借
り
て
ゐ
て
も
い
け
な
い
の
で
呉
君
に
返
却
し
て
貰
っ
た
。

シ
ー
ポ
ル
ト
ヘ
の
関
心
は
予
備
門
時
代
に
す
で
に
芽
ば
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

富
士
川
先
生
の
ぱ
あ
い
も
同
様
で
、
土
肥
慶
蔵
「
日
本
医
学
史
序
」
（
富
士
川
溝
『
日
本
医
学
史
員
裳
華
堂
、
一
九
○
四
年
）
に
「
子
長
幼
時
父
ノ

家
一
一
在
り
曝
書
二
際
シ
テ
束
洞
ノ
遺
著
医
事
或
問
ヲ
観
テ
医
学
ノ
発
達
一
一
由
来
淵
源
ア
ル
『
一
ト
ヲ
知
り
後
一
一
黒
川
道
裕
ノ
本
朝
医
考
吉
田
憲
徳

ノ
國
史
医
言
抄
ヲ
読
ム
共
一
一
同
郷
ノ
人
ナ
ル
ヲ
以
テ
遂
二
先
輩
ノ
業
緒
ヲ
継
グ
ノ
志
ア
リ
」
と
あ
る
の
は
、
富
士
川
先
生
本
人
か
ら
き
ぎ
し
っ

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
富
士
川
勝
先
生
』
に
は
、
そ
の
友
人
の
談
と
し
て
、
先
生
が
広
島
医
学
校
生
徒
の
こ
ろ
、
休
日
に
広
島
市
内
外
の
墓
地

を
お
と
ず
れ
、
墓
誌
を
ノ
ー
ト
す
る
の
に
余
念
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

『
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題
と
な
る
。

こ
こ
で
参
考
に
、
呉
先
生
の
医
科
大
学
同
級
生
の
名
の
一
部
分
を
あ
げ
て
お
く
と
、
井
上
通
泰
・
加
門
桂
太
郎
・
近
藤
次
繁
・
高
橋
金
一

郎
・
土
肥
慶
蔵
・
永
井
徳
壽
・
増
田
知
正
・
宮
入
慶
之
助
・
森
篤
次
郎
な
ど
が
い
た
。
土
肥
の
医
史
学
に
お
け
る
業
績
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ

う
が
、
増
田
は
『
日
本
産
科
叢
書
」
の
編
集
に
あ
ず
か
っ
た
人
で
あ
る
。

っ
て
い
る
、
Ｉ

〔
前
略
〕
私
が
故
博
士
と
相
知
っ
た
と
き
は
、
故
博
士
が
大
学
に
入
り
て
医
学
を
修
め
始
め
ら
れ
て
か
ら
ま
だ
間
も
な
い
頃
で
あ
り
ま
し
た

が
、
私
も
医
史
を
修
む
る
こ
と
に
志
し
て
居
っ
た
の
で
、
話
が
よ
く
合
ひ
ま
し
て
、
私
は
し
ば
人
、
故
博
士
の
下
宿
し
て
居
ら
れ
た
本
郷
釘

店
の
本
間
を
た
づ
ね
た
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
か
ら
、
呉
先
生
が
同
級
生
土
肥
（
当
時
石
渡
姓
）
慶
蔵
と
同
宿
し
て
い
た
時
期
、
森
川
町
や
本
郷
釘
店
に
下
宿
し
て
い
た
時
期
が
問

両
先
生
の
出
会
い
に
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
証
言
が
あ
る
。
土
肥
の
「
日
本
医
学
史
序
」
は
、
こ
の
証
言
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
、
ｌ

往
年
余
ノ
大
学
生
タ
リ
シ
時
嘗
テ
呉
芳
渓
ト
居
ヲ
同
ウ
ス
芳
溪
好
ミ
テ
医
史
ヲ
講
ジ
余
モ
亦
我
国
医
史
の
欠
ゲ
テ
備
ハ
ラ
ザ
ル
ヲ
歎
ジ
遂
一
一

二
人
骨
謀
り
起
テ
之
ヲ
修
メ
ン
ト
ス
一
日
客
ア
リ
テ
芳
溪
ヲ
訪
フ
〔
中
略
〕
余
是
二
於
テ
始
メ
テ
富
士
川
子
長
ト
相
識
ル
ヲ
得
タ
リ

お
な
じ
く
呉
先
生
の
「
日
本
医
学
史
の
序
」
は
い
う
、
Ｉ

〔
前
略
〕
二
十
余
年
前
余
が
富
士
川
君
と
初
め
て
交
を
締
ん
だ
頃
は
余
が
医
学
を
修
め
る
こ
と
に
心
を
定
め
て
よ
り
暫
時
の
後
で
あ
っ
た
か

ら
此
の
如
き
趣
味
を
抱
い
て
居
る
こ
と
が
ま
だ
濃
く
股
ん
で
あ
っ
た
故
森
川
に
釘
店
に
君
が
余
の
下
宿
を
訪
ひ
来
つ
た
頃
に
嗜
好
が
似
て
帰

趣
が
同
じ
で
心
意
気
が
相
ひ
投
合
し
た
の
も
当
然
で
あ
る
。

ま
た
富
士
川
先
生
は
「
故
医
学
博
士
呉
秀
三
君
」
（
『
芸
備
医
事
』
、
第
四
二
八
号
、
一
九
三
二
年
、
お
よ
び
『
呉
秀
三
小
伝
』
）
に
当
時
を
こ
う
か
た

二
、
出
会
い
に
つ
い
て
の
証
言

（26） 318



呉
先
生
は
一
九
三
二
年
三
月
二
六
日
に
な
く
な
ら
れ
た
。
没
後
満
五
○
年
に
あ
た
る
来
年
の
三
月
二
七
日
に
予
定
さ
れ
て
い
る
呉
秀
三
先
生

没
後
五
○
年
記
念
祭
を
ま
え
に
、
わ
た
し
は
「
芳
溪
呉
秀
三
先
生
之
伝
」
を
か
き
あ
げ
る
べ
く
資
料
集
め
を
は
じ
め
た
。
先
生
の
二
男
に
あ
た

ら
れ
る
呉
章
二
氏
は
、
呉
家
か
ら
医
学
文
化
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
も
の
を
自
由
に
閲
覧
す
る
こ
と
を
ゆ
る
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
の
寄
託
品

の
な
か
に
、
一
八
九
一
年
ま
で
の
先
生
の
日
乗
が
あ
り
、
先
生
の
友
人
で
あ
っ
た
森
林
太
郎
の
「
自
紀
材
料
」
に
な
ら
っ
て
、
わ
た
し
は
そ
れ

を
「
自
紀
資
料
」
一
と
か
り
に
名
づ
け
た
。

番
号
Ａ
猟
の
「
自
紀
資
料
」
一
は
、
一
五
行
縦
罫
和
紙
を
と
じ
た
七
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
×
一
五
・
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
長
で
、
茶

色
の
表
紙
が
つ
い
て
い
る
。
無
題
で
、
記
載
の
あ
る
の
は
四
三
。
ヘ
ー
ジ
で
あ
る
。
字
体
か
ら
承
て
一
八
八
四
、
五
年
の
こ
ろ
に
、
呉
家
の
由
来

か
ら
家
族
の
動
静
、
自
分
に
つ
い
て
の
主
要
な
出
来
事
を
日
乗
ふ
う
に
か
い
て
お
り
、
あ
と
は
そ
の
と
き
ど
き
に
か
い
て
い
る
。
大
部
分
は
筆

で
、
一
部
分
は
鉛
筆
ま
た
は
・
へ
ソ
で
か
か
れ
て
お
り
、
走
り
書
き
で
判
読
困
難
な
と
こ
ろ
も
す
ぐ
な
く
な
い
。
先
生
に
打
撃
と
な
る
出
来
事
の

あ
と
し
ば
ら
く
記
載
の
と
だ
え
る
こ
と
も
あ
り
、
記
載
の
精
疎
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
一
八
九
○
年
二
月
一
七
日
に
ベ
ル
ッ
の
試
験
（
卒
業

試
験
）
が
お
わ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
は
く
わ
し
く
、
一
八
九
一
年
五
月
二
一
日
で
全
体
が
お
わ
っ
て
い
る
。
あ
と
か
ら
か
き
く
わ
え
た
と
こ
ろ
も

あ
り
、
記
載
の
一
部
分
に
日
付
け
な
ど
の
誤
り
が
な
い
で
は
な
い
。

こ
の
「
自
紀
資
料
」
一
か
ら
、
当
時
の
先
生
の
下
宿
な
ど
に
関
す
る
記
載
を
か
き
ぬ
い
て
ゑ
よ
う
（
不
明
字
は
□
と
し
た
）
、
ｌ

〔
明
治
廿
一
年
〕
十
一
月
末
森
川
町
五
捨
壱
番
地
野
口
氏
二
移
ル

ー
十
二
年
一
月
廿
五
日
西
片
町
十
番
地
石
原
氏
一
一
移
ル
是
日
大
学
火
ア
リ
早
川
庄
次
郎
死

四
月
廿
八
日
石
渡
慶
蔵
其
郷
□
□
□
□
□
’
一
移
ル
四
月
州
日
名
古
屋
人
藤
波
鑑
太
郎
来
寓

〔
日
付
け
な
し
〕
白
山
前
町
二
移
ル

三
、
新
資
料
「
自
紀
資
料
」
一

（27）319



呉
先
生
の
「
士
肥
慶
蔵
君
を
億
ふ
」
（
『
体
性
』
、
第
一
七
巻
第
六
号
、
一
九
三
一
年
一
二
月
）
に
は
こ
う
あ
る
、
ｌ

〔
前
略
〕
明
治
二
十
年
頃
に
は
君
と
同
宿
し
て
数
ヶ
月
間
西
片
町
の
石
原
と
云
ふ
人
の
二
階
に
住
っ
て
居
た
こ
と
が
あ
る
。
此
家
に
私
は
君

が
何
か
の
事
故
で
去
っ
た
後
は
、
今
は
病
理
学
の
大
家
で
あ
る
藤
浪
鑑
君
と
同
宿
し
て
居
た
。
石
原
が
白
山
前
に
移
っ
て
、
両
人
と
も
つ
い

て
引
越
し
、
そ
れ
か
ら
森
川
町
の
下
宿
へ
二
人
で
又
相
宿
し
て
居
た
。

そ
の
藤
波
は
、
追
憶
講
演
会
で
こ
う
か
た
っ
て
い
る
（
『
呉
秀
三
小
伝
』
）
、
Ｉ

〔
前
略
〕
年
は
忘
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
私
が
未
だ
高
等
学
校
に
居
っ
た
時
分
、
呉
秀
三
君
が
大
学
の
三
年
か
四
年
の
学
生
で
あ
っ
た
頃
の
こ

と
で
す
。
二
人
は
室
を
一
緒
に
し
て
森
川
町
の
下
宿
に
居
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
を
つ
き
あ
わ
せ
る
と
、
呉
先
生
は
一
八
九
○
年
に
弥
生
町
三
番
地
に
う
つ
る
ま
え
に
、
白
山
前
町
か
ら
森
川
町
に
う
つ
っ
て
い
る

が
、
こ
の
と
き
は
藤
浪
が
い
っ
し
ょ
で
あ
っ
た
。
呉
先
生
が
土
肥
と
同
宿
し
て
い
た
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
西
片
町
時
代
で

あ
る
が
、
記
憶
と
い
う
も
の
の
性
質
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
ま
え
の
森
川
町
時
代
に
同
宿
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

「
自
紀
資
料
」
一
に
は
こ
の
同
宿
の
始
期
に
つ
い
て
の
記
載
を
か
く
の
で
あ
る
。

ほ
か
の
も
の
を
さ
が
し
た
。

〔
日
付
け
な
し
〕
弥
生
町
三
番
地
二
帰
ル

〔
明
治
廿
四
年
一
月
〕
十
二
日
鶯
湯
伊
香
保
一
一
テ
広
島
県
書
生
一
一
招
待
サ
ル

十
八
日
午
後
県
友
会
へ
赴
ク
午
後
ヨ
リ
私
立
奨
進
医
会
二
招
カ
ル

ニ
十
六
日
〔
中
略
〕
午
後
五
時
本
郷
四
丁
目
二
十
九
番
地
本
間
好
兼
方
へ
転
寓

三
月
十
五
日
本
行
寺
ヨ
リ
上
野
散
歩
県
友
会
へ
口
私
立
奨
進
医
会
ノ
会
へ

「
自
紀
資
料
」
一
は
、
一
八
八
九
年
後
半
お
よ
び
一
八
九
○
年
前
半
の
記
載
が
不
充
分
で
、
同
年
六
月
一
二
日
か
ら
二
月
一
六
日
の
間
に

つ
い
て
は
記
載
を
か
き
空
白
九
行
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
あ
い
だ
に
、
ほ
か
に
下
宿
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
も
う
す
こ
し
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前
章
の
最
後
に
ま
と
め
た
事
実
と
ま
え
の
証
言
と
を
か
さ
ね
あ
わ
せ
る
と
、
呉
秀
三
・
富
士
川
勝
両
先
生
が
は
じ
め
て
で
あ
っ
た
の
は
、
一

あ
や
と
し

八
八
八
年
二
月
末
か
ら
翌
年
一
月
二
五
日
ま
で
の
あ
い
だ
で
あ
っ
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
お
お
き
い
。
呉
先
生
の
令
兄
文
聰
は
広
島
県
出
身

者
の
会
の
世
話
を
し
て
い
た
か
ら
、
そ
こ
で
富
士
川
先
生
が
呉
文
聰
と
で
あ
い
、
秀
三
先
生
へ
紹
介
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
両
先

生
が
広
島
県
出
身
者
の
会
で
直
接
に
で
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
前
記
の
期
間
内
か
そ
の
寸

前
で
あ
ろ
う
。
呉
、
富
士
川
、
土
肥
の
三
先
達
の
出
会
い
は
そ
れ
に
つ
づ
く
一
八
八
九
年
一
月
二
五
日
か
ら
四
月
二
八
日
ま
で
の
間
か
（
も
っ

と
も
、
「
日
本
医
学
史
序
」
に
お
け
る
土
肥
の
証
言
か
ら
は
、
こ
の
と
き
呉
・
富
士
川
両
先
生
が
初
対
面
で
あ
っ
た
か
に
も
よ
め
る
、
す
で
に
顔
を
あ
わ
せ
た
仲

な
ら
、
呉
先
生
が
土
肥
に
富
士
川
先
生
を
ま
ず
紹
介
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
）
。
そ
し
て
、
両
先
生
が
し
ば
し
ば
あ
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
釘
店
時

代
、
つ
ま
り
一
八
九
一
年
に
は
い
っ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ま
え
か
ら
医
史
学
へ
の
志
を
い
だ
い
て
い
た
両
先
生
の
出
会
い
は
、
相
互
に
触
媒
と
な
り
結
晶
化
の
核
と
な
っ
て
、
一
八

九
二
年
に
わ
が
国
の
医
史
学
が
両
先
生
の
協
力
に
よ
っ
て
本
格
的
に
は
じ
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
一
九
八
一
年
五
月
二
三
日
日
本
医
史
学
会
・
蘭
学
資
料
研
究
会
合
同
例
会
で
報
告
し
た
。
報
告
に
さ
き
だ
っ
て
、
森
川
町
、
西
片

町
、
釘
店
の
現
地
を
た
し
か
め
よ
う
と
し
た
。
旧
西
片
町
一
○
番
地
は
き
わ
め
て
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
る
の
で
、
現
在
の
西
片
町
の
ど
こ

の
あ
た
り
か
、
わ
か
ら
な
い
。
旧
森
川
町
の
道
路
は
ジ
グ
ザ
グ
で
あ
っ
た
が
ま
っ
す
ぐ
に
な
っ
て
い
た
り
し
て
い
て
、
地
図
を
か
さ
ね
あ
わ

せ
た
だ
け
で
は
す
こ
し
く
ふ
た
し
か
で
あ
る
が
、
森
川
町
五
一
番
地
と
は
い
ま
の
本
郷
六
丁
目
二
二
、
三
番
地
の
あ
た
り
で
あ
ろ
う
。
そ
の

そ
こ
で
、
呉
先
生
と
土
肥
と
の
同
宿
は
西
片
町
一
○
番
地
だ
け
と
す
る
と
、
呉
先
生
は
一
八
八
八
年
（
明
治
一
二
年
）
二
月
末
か
ら
翌
年

一
月
二
五
日
ま
で
森
川
町
の
下
宿
に
お
り
、
つ
い
で
同
四
月
二
八
日
ま
で
、
西
片
町
に
土
肥
と
同
宿
し
て
い
た
（
呉
先
生
の
姉
岩
崎
ゆ
き
子
が
両

人
の
世
話
を
し
た
）
。
本
郷
釘
店
の
本
間
方
に
う
つ
っ
た
の
は
、
一
八
九
一
年
一
月
二
六
日
で
あ
る
。

四
、
結
論

、
ノ９２／
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向
か
い
一
二
番
地
に
は
、
石
川
啄
木
も
止
宿
し
た
本
郷
館
が
木
造
の
姿
を
そ
の
ま
ま
の
こ
し
て
い
る
。
本
郷
四
丁
目
二
九
番
地
と
は
、
現
在

の
本
郷
五
丁
目
一
番
地
で
、
本
郷
通
と
菊
坂
と
に
は
さ
ま
れ
る
第
一
区
画
の
、
本
郷
通
か
ら
象
て
裏
側
で
あ
る
。

日
本
医
史
学
会
理
事
長
と
し
て
呉
、
富
士
川
両
先
生
の
あ
と
を
う
け
て
お
ら
れ
る
小
川
鼎
三
先
生
満
八
○
歳
（
一
九
八
一
年
四
月
一
四
日
）

の
賀
に
本
小
論
を
さ
さ
げ
る
。

（
峡
田
診
療
所
東
京
）
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TheFirStEncounterofDr.KureShnzOand

Dr.FujikawaYn

-searchingthebeginningoffull-fiedgedstudyofmedical

historyinJapan

bv
l

YasuoOKADA

（
門
の
）

TwofbundersofmedicalhistoryinJapan,Dr.KureSh']zbandDr.FlljikawaY,icamefromthe

sameclan,Hiroshima-han,andwereborninthesameyear.Kure(1865-1932)graduatedfifomthe

ImperialUniversity(Tokyo)SchoolofMedicineinl890.FUjikawagraduatedfromtheHiroshima

MedicalSchoolinl887andremovedtoTokyointhesameyear.KureandFUjikawabegantheirjoint

filll-Hedgedstudyofmedicalhistoryinl892.Butbothhaddeterminedtostudymedicalhistoryin

theiryounJryears.Itisveryimportanttodeterminethedaleo(､theirfIrstenCounter.

Kureleftdiariesofhisyoungeryears・Thestudyofthediariesmadeitpossibletodeterminethe

dateoftheirfirstencounterbetweentheendofNovemberofl888andJanuary25thofl889.

②
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今
般
創
設
以
来
百
年
に
な
る
東
京
都
駿
河
台
に
在
る
井
上
眼
科
病
院
（
院
長
井
上
正
澄
博
士
）
改
築
工
事
準
備
中
、
そ
の
旧
倉
庫
か
ら
多
数
の

古
文
書
が
み
つ
か
っ
た
。
調
査
の
結
果
、
そ
の
中
に
は
日
本
眼
科
学
の
先
覚
井
上
達
也
に
関
す
る
も
の
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明

し
、
井
上
達
也
の
伝
記
中
従
来
不
明
で
あ
っ
た
点
が
明
確
に
な
っ
て
き
た
。

井
上
達
也
は
、
阿
波
藩
医
井
上
肇
堂
（
一
八
○
四
’
一
八
八
こ
の
四
男
と
し
て
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
徳
島
県
板
野
郡
板
野
町
矢
武
（
旧
称

松
坂
村
大
字
矢
武
）
に
生
れ
た
。
こ
の
地
は
四
国
八
十
八
カ
所
五
番
札
所
羅
漢
地
蔵
寺
の
近
郊
に
あ
た
り
、
か
つ
て
は
幕
藩
時
代
門
前
町
と
し
て

繁
栄
し
た
が
、
現
在
は
静
か
な
村
落
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
地
に
は
代
々
井
上
家
墓
螢
、
達
也
の
生
家
な
ど
も
現
存
す
る
が
、
近
く
国
道
が
新

設
さ
れ
る
の
で
、
大
き
な
変
貌
を
き
た
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

彼
は
尊
父
肇
堂
の
儒
教
的
教
化
を
う
け
て
成
長
し
、
幕
藩
制
末
期
の
藩
医
の
子
弟
と
し
て
幸
福
な
少
年
時
代
を
お
く
っ
た
。

青
年
に
達
し
た
頃
の
阿
波
藩
医
界
は
漢
方
派
と
洋
方
派
と
に
分
か
れ
て
抗
争
し
、
は
な
は
だ
混
乱
し
た
情
勢
に
在
っ
た
が
、
達
也
は
東
京
に

出
て
西
洋
医
学
研
修
の
道
を
選
ん
だ
。

一
、
井
上
達
也
略
歴

日
本
眼
科
学
の
先
覚

井
上
達
也
二
八
四
八
’
一
八
九
五
伝
補
遺

福
島
義
一
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初
期
明
治
政
府
は
、
従
来
の
漢
方
を
排
し
て
西
洋
医
学
を
早
く
全
国
に
普
及
す
る
手
段
と
し
て
、
大
学
東
校
入
学
生
を
甲
乙
二
種
と
し
、
甲

種
学
生
は
各
藩
か
ら
有
為
な
青
年
を
あ
つ
め
て
五
、
六
年
間
医
育
を
行
っ
て
卒
業
後
帰
藩
せ
し
め
、
乙
種
学
生
は
現
職
医
師
を
各
藩
か
ら
あ
つ

め
て
約
二
年
間
西
洋
医
学
を
研
修
し
て
帰
藩
開
業
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

彼
は
、
藩
首
脳
の
推
せ
ん
を
う
け
て
明
治
三
年
（
一
八
七
○
）
大
学
東
校
に
入
学
し
た
。
は
じ
め
乙
種
学
生
と
し
て
入
学
し
た
よ
う
で
あ
る

が
、
ほ
ぼ
一
年
間
で
全
学
科
修
了
す
る
よ
う
な
秀
才
で
あ
っ
た
の
で
、
東
校
当
局
が
卒
業
を
ま
た
ず
に
ひ
き
つ
づ
き
留
学
研
修
を
求
め
た
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
、
史
料
に
よ
る
と
い
ろ
い
ろ
複
雑
な
事
情
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
文
部
省
は
彼
に
対
し
て
全
科
修
了
よ
り
二
ヵ
月
も
早

く
、
明
治
四
年
九
月
十
五
日
等
外
二
等
出
仕
申
付
候
事
の
辞
令
を
発
し
、
そ
れ
か
ら
わ
ず
か
十
五
日
後
に
明
治
四
年
九
月
三
十
日
免
出
仕
の
辞

令
を
出
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
履
歴
史
料
の
中
に
は
種
々
不
可
解
な
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
当
時
の
政
府
は
ド
イ
ツ
国
の
医
制
お
よ
び
医
育

を
急
い
で
模
倣
実
施
し
た
結
果
、
矢
つ
ぎ
速
や
に
法
規
制
度
に
関
す
る
示
達
公
布
を
行
っ
た
影
響
か
と
考
え
る
。

父
肇
堂
に
宛
て
た
書
簡
八
史
料
白
Ｖ
の
中
に
、
「
私
儀
明
治
四
年
来
大
学
医
院
に
奉
職
し
、
友
の
策
に
陥
り
一
年
間
余
地
に
遊
く
り
云
々
」

と
あ
る
他
、
井
上
家
保
管
史
料
の
中
に
は
多
数
の
教
官
署
名
の
医
学
各
科
修
業
証
書
の
類
が
認
め
ら
れ
る
が
、
何
れ
も
明
治
三
年
か
明
治
四
年

に
交
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
伝
記
に
は
卒
業
を
明
治
五
年
と
し
て
い
る
が
、
実
は
明
治
四
年
に
全
科
修
了
し
た
が
、
何
等
か
の
理
由

に
よ
っ
て
明
治
五
年
と
な
っ
た
。
こ
の
書
信
中
に
「
友
の
策
に
陥
り
云
々
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
よ
く
判
ら
な
い
。
一
年
間
余
地
に
遊
く
り
と

い
う
の
は
、
東
校
全
学
科
修
了
後
、
父
肇
堂
・
実
兄
源
貞
な
ど
の
懇
望
を
容
れ
て
一
時
帰
郷
し
て
徳
島
市
内
（
当
時
の
塀
裏
丁
？
）
で
開
業
し

て
い
た
こ
と
を
指
す
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
、
親
友
藤
本
文
策
（
一
八
三
九
’
一
八
九
四
）
の
す
す
め
に
よ
っ
て
再
び
東
校
に
か
え
っ
て
研
修

を
つ
づ
け
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
眼
科
学
を
専
攻
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
。

は
じ
め
は
、
シ
・
詞
醇
且
巨
旨
（
一
八
一
三
’
一
八
八
五
）
の
講
義
を
う
け
た
が
、
つ
づ
い
て
着
任
し
た
Ｆ
の
ｇ
ｏ
匡
昌
巨
図
（
当
時
四
七
歳
）
、
つ

づ
い
て
着
任
し
た
圏
旦
筒
①
（
明
治
七
年
か
ら
講
義
）
な
ど
の
講
義
を
う
け
た
。
し
か
し
、
少
く
と
も
眼
科
学
の
学
識
・
手
術
手
技
は
ド
イ
ツ

人
教
師
昌
邑
ｇ
》
砕
冒
胃
①
な
ど
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
教
師
厨
且
巨
冒
に
く
ら
べ
て
は
る
か
に
劣
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
、
先
生
は
ド
イ
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シ
語
を
修
め
て
ド
イ
ツ
語
眼
科
書
を
読
朶
、
そ
の
不
明
な
点
を
教
師
に
尋
ね
な
が
ら
研
修
さ
れ
た
。

前
記
巨
昌
２
．
』
西
島
言
四
目
巨
等
の
着
任
に
よ
っ
て
、
彼
等
の
指
導
の
も
と
に
わ
が
国
医
育
制
度
に
は
抜
本
的
な
改
革
が
加
え
ら
れ
た
。
し
か

し
、
当
時
、
ド
イ
ツ
人
教
師
と
厚
生
行
政
、
医
学
校
主
脳
と
の
間
に
は
、
医
師
養
成
に
つ
い
て
大
き
な
意
見
の
相
違
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

ド
イ
ツ
人
教
師
た
ち
は
ゆ
っ
く
り
歳
月
を
か
け
て
立
派
な
医
師
を
養
成
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
医
育
の
責
任
者
で
あ
っ
た
佐
藤

尚
中
（
一
八
二
七
’
一
八
八
二
）
を
代
表
と
す
る
日
本
側
で
は
、
早
急
に
漢
方
を
排
し
て
西
洋
医
学
を
普
及
す
る
必
要
の
あ
る
こ
の
時
期
に
、
こ

ん
な
長
期
間
を
要
す
る
医
師
養
成
制
度
（
少
く
と
も
七
ヶ
年
を
要
す
る
）
は
時
代
に
適
し
な
い
と
し
て
反
対
し
た
。
そ
こ
で
、
明
治
七
年
ド
イ
ツ

人
教
師
が
解
任
帰
国
す
る
と
翌
明
治
八
年
五
月
通
学
授
業
に
よ
る
変
則
生
（
別
課
生
と
も
呼
ば
れ
た
）
の
制
度
を
つ
く
っ
た
。
こ
れ
は
、
日
本
人

教
師
に
よ
り
日
本
語
で
修
業
期
間
は
三
カ
年
で
西
洋
医
学
を
修
め
た
医
師
を
養
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
変
則
生
別
課
で
眼
科
学
講
座
担
任
教
官
の
選
考
が
は
じ
ま
っ
た
の
は
明
治
七
年
九
月
十
五
日
で
、
翌
明
治
八
年
井
上
達
也
は
助
教
（
当

時
は
助
教
授
と
も
呼
ん
だ
）
に
任
ぜ
ら
れ
、
明
治
九
年
十
二
月
十
九
日
東
京
医
学
校
眼
科
掛
を
命
ぜ
ら
れ
、
こ
こ
に
お
い
て
日
本
人
に
よ
る
最
初

の
眼
科
学
講
義
が
は
じ
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
明
治
十
二
年
三
月
医
学
部
別
課
生
教
授
兼
勤
、
同
十
四
年
七
月
医
学
部
助
教
授
（
判
任
）
、
眼

科
臨
講
兼
医
員
、
医
学
部
別
課
生
教
授
と
な
り
、
同
十
五
年
十
月
二
十
三
日
依
願
退
官
さ
れ
た
。
そ
の
後
は
開
業
し
て
診
療
の
か
た
わ
ら
井
上

眼
科
研
究
会
を
お
こ
し
て
そ
の
機
関
誌
「
井
上
眼
科
研
究
会
報
告
」
（
明
治
二
十
二
年
二
月
発
刊
・
我
が
国
で
最
も
古
き
眼
科
雑
誌
）
を
刊
行
し
、
「
井

上
眼
療
害
」
そ
の
他
多
数
の
著
書
論
文
を
発
表
し
、
そ
の
門
弟
数
百
名
を
か
ぞ
え
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
七
月
十
五
日
落
馬
事
故
に
よ
る
複
雑
性
骨
折
に
よ
っ
て
没
し
た
。
亨
四
十
八
。
墓
所
は
東
京
都
北
区
田
端
大

龍
寺
谷
中
墓
地
と
生
地
徳
島
県
板
野
郡
板
野
町
矢
武
井
上
家
墓
螢
（
分
骨
？
）
と
に
在
る
。
法
名
は
泰
顕
院
観
蓮
智
定
居
士
。

な
お
、
前
記
大
龍
寺
谷
中
墓
地
に
は
門
弟
た
ち
が
建
立
し
た
巨
大
な
「
井
上
達
也
君
之
碑
銘
」
が
あ
る
。
こ
の
銘
文
に
は
達
也
は
井
上
肇
堂

の
第
二
子
と
き
ざ
ん
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
間
違
い
で
第
四
子
で
あ
っ
た
。
こ
の
碑
銘
原
本
は
、
東
京
井
上
家
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
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史
料
（
一
）

貴
書
拝
見
、
如
諭
（
ゆ
の
言
」
と
く
）
冷
気
、
増
加
之
処
、
倍
（
ま
す
ま
す
）
御
安
静
に
相
成
御
坐
候
、
奉
多
賀
（
た
が
し
た
て
ま
つ
り
）
候
、
降

而
当
方
矢
武
共
皆
を
無
異
送
光
仕
候
、
御
休
意
可
被
下
候
、
然
者
（
し
か
れ
ば
）
お
も
ん
（
達
也
先
生
母
堂
）
も
全
快
に
而
先
月
下
旬
よ
り
平
素

之
通
り
家
事
相
勤
居
申
候
、
此
頃
に
而
は
、
家
法
平
常
に
相
成
り
、
佐
喜
太
（
家
兄
源
貞
の
息
）
も
米
本
へ
寄
宿
仕
候
、
兼
而
御
望
之
覧
戒
之

語
、
種
食
御
坐
候
得
共
、
其
内
に
も
論
語
に
勝
る
要
語
も
無
御
坐
候
に
付
、
御
用
間
に
は
論
語
御
読
可
被
成
候
、
歴
史
諸
子
之
類
に
而
は
心

思
鄙
野
（
し
ん
し
ひ
や
）
に
相
成
り
、
悪
中
迷
而
は
姦
曲
邪
智
に
落
入
り
可
申
候
間
、
論
語
耳
（
の
も
御
心
掛
け
可
被
成
候
、
先
達
而
噺
（
は

な
し
）
之
「
殴
誉
栄
辱
無
疑
同
時
之
人
貧
福
寿
夫
可
信
上
天
之
命
」
之
語
は
、
貴
様
之
性
質
に
碇
鍼
之
要
語
と
存
候
間
、
是
又
御
忘
却

被
成
間
敷
候
、
此
段
申
述
度
如
此
御
坐
候
、

逐
を
（
お
い
お
い
）
寒
冷
え
候
相
向
候
間
、
随
分
御
保
護
可
被
成
候
、
以
上
肇
堂

史
料
（
二
）

．
・
・
・
：
中
略
・
…
・
・
教
師
貴
様
（
達
也
先
生
を
指
す
）
を
憎
み
来
春
本
科
を
卒
業
し
た
れ
ば
、
貴
様
を
退
け
、
教
師
命
令
し
や
す
き
者
（
須
田
哲
造

を
指
す
？
）
に
代
へ
た
く
存
じ
て
其
の
様
に
言
（
も
お
）
す
と
云
ふ
は
、
恐
ら
く
は
貴
様
の
邪
念
な
る
べ
し
、
貴
様
は
悪
し
き
性
質
に
て
□
□
□

（
判
読
困
難
）
一
人
乎
（
か
）
二
人
乎
（
か
）
は
代
り
に
仇
の
如
く
思
ふ
な
り
、
教
師
は
左
様
に
は
思
は
ざ
る
べ
し
と
拙
子
（
肇
堂
を
指
す
）
に
於

い
て
は
思
ふ
な
り
、
併
し
な
が
ら
犬
猫
に
て
も
此
方
よ
り
睦
（
む
つ
）
め
ぱ
彼
よ
り
も
陸
む
な
り
、
唯
倉
如
在
（
じ
ょ
さ
い
）
な
く
つ
き
合
ふ
く

十
一

達
也
様 二

、
新
史
料

月
朔
日
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私
儀
明
治
四
年
来
大
学
医
院
に
奉
職
し
、
友
の
策
に
陥
（
お
ち
）
入
り
一
年
間
余
地
に
遊
く
り
、
同
七
年
初
て
眼
科
専
門
を
課
に
起
す
、
同

八
年
助
教
授
、
須
田
氏
彼
の
親
属
三
宅
氏
校
長
た
り
し
所
、
眼
科
長
と
な
り
来
る
、
同
七
月
三
宅
氏
辞
任
、
同
八
月
勤
務
間
私
療
為
し
、
学
術

の
有
無
を
識
見
せ
し
む
、
当
今
の
如
く
月
給
の
二
十
倍
に
到
る
事
は
意
外
の
事
な
り
、
同
十
年
須
田
氏
広
島
に
到
る
、
又
十
四
年
三
宅
氏
校
長

と
な
り
須
田
氏
十
二
月
に
再
勤
す
、
尤
も
位
置
高
く
し
て
下
級
の
生
徒
を
教
授
す
、
（
中
略
）
須
田
氏
に
於
（
お
い
て
）
す
る
は
私
に
於
て
一
巻

を
生
ぜ
ざ
る
事
は
論
を
待
た
ざ
れ
ぱ
第
一
病
院
に
転
役
を
願
へ
共
不
用
（
も
ち
い
ず
）
、
且
以
上
の
証
は
認
定
な
る
の
み
な
れ
ば
、
確
徴
を
得
ん

と
欲
す
れ
ど
も
、
此
よ
り
の
確
徴
は
願
の
人
を
出
す
よ
り
外
な
け
れ
ば
得
る
事
得
ず
、
尤
も
確
徴
出
し
三
宅
氏
に
迫
れ
ば
、
止
む
を
得
ず
第
一

病
院
へ
転
移
を
得
可
し
と
言
ふ
説
有
れ
ば
な
り

三
月
私
の
講
義
不
分
明
或
は
私
の
語
葉
（
こ
と
ば
）
不
明
な
り
と
、
故
に
筆
記
者
を
連
行
き
筆
記
し
て
生
徒
に
渡
し
処
其
声
止
む
、
然
る
所
、

き
也
、
世
間
に
は
格
別
の
悪
人
も
多
く
は
無
き
も
の
な
り
、
其
上
教
師
一
人
の
病
院
に
て
も
無
け
れ
ば
教
師
の
自
由
に
も
無
ら
ぬ
な
り
、
衆
人

一
致
に
て
貴
様
を
更
（
か
え
）
る
な
れ
ば
貴
様
の
致
し
方
下
手
な
る
也
、
自
ら
を
あ
き
ら
め
る
よ
り
外
無
き
也
、
勤
務
は
病
院
の
講
義
と
治
療

精
勤
す
る
方
乎
宜
し
き
と
拙
に
於
い
て
は
思
ふ
な
り
、
眼
科
の
一
局
講
義
治
療
法
盛
大
な
れ
ば
、
や
は
り
貴
殿
の
盛
大
な
る
に
て
、
退
け
ら
れ

出
店
（
診
療
所
開
設
の
意
味
？
）
す
る
も
盛
大
な
る
べ
し
と
拙
子
は
思
ふ
な
り
、
少
々
の
金
子
の
多
少
に
は
か
か
わ
る
か
く
．
ら
ざ
る
也
、
勤
務

の
側
（
か
た
わ
ら
）
、
教
師
の
講
釈
を
聞
く
と
言
ふ
は
何
の
講
釈
な
る
や
承
り
度
く
存
ず
る
也
、
御
申
し
下
さ
れ
度
き
な
り
、
講
示
（
議
義
の
意

味
？
）
を
聴
く
な
れ
ば
師
は
大
切
に
思
ふ
べ
き
也
、
必
ず
邪
念
を
挿
む
く
か
ら
ざ
る
也

右
の
段
頼
象
度
く
校
堂
（
講
堂
？
）
の
事
件
（
不
明
で
あ
る
が
、
講
義
筆
記
者
追
払
の
こ
と
を
指
す
？
）
所
存
申
し
伸
（
述
）
ベ
度
し
、
以
下
略
。

（
発
信
日
不
明
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
明
治
十
五
年
十
月
某
日
達
也
の
書
簡
に
対
す
る
返
信
と
思
わ
れ
る
）
肇
堂

達
也
様史

料
（
三
）
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其
筆
記
者
を
追
払
わ
る
、
以
来
生
徒
の
筆
記
を
以
て
轤
集
の
所
、
其
撰
集
者
反
問
（
う
ら
ぎ
り
）
す
、
其
廃
止
哀
（
か
な
）
し
、

或
日
、
此
の
証
を
奉
る
事
遅
れ
れ
ば
免
職
成
る
可
し
と
、
因
て
第
一
病
院
に
回
る
乎
、
然
ざ
れ
ぱ
辞
職
す
可
し
と
云
ひ
出
さ
ん
と
せ
し
に
六

月
七
日
旧
来
の
一
友
人
頼
み
も
為
さ
ざ
る
に
私
宅
に
来
り
如
く
為
さ
ず
大
量
に
取
扱
ふ
可
し
と
（
頼
ん
で
成
る
事
と
は
不
得
心
尤
も
頼
ま
れ
し
徴
候

は
一
三
一
あ
り
之
を
略
す
）
、
同
九
月
石
黒
惣
理
心
得
よ
り
非
役
無
月
給
助
教
授
の
内
命
有
り
、
再
来
出
勤
を
止
め
ら
れ
る
、

私
志
は
皇
国
医
学
の
西
洋
に
並
立
せ
ん
事
の
万
一
を
致
し
度
、
尤
も
不
弁
な
れ
ば
行
ふ
事
に
決
意
す
、
其
意
は
山
県
参
議
及
び
田
中
不
二
麿

殿
は
少
し
く
御
存
じ
有
ら
ん
、
且
私
し
の
行
（
お
こ
な
し
を
御
存
じ
あ
り
、

十
月
廿
三
日
石
黒
惣
理
心
得
よ
り
「
旨
を
示
す
」
と
や
ら
に
て
以
上
痛
に
付
辞
表
す
る
様
に
取
扱
わ
れ
た
り
、

私
は
自
分
通
径
を
守
り
道
を
達
せ
ざ
る
も
吾
が
知
識
の
不
足
た
る
よ
り
出
る
な
れ
ば
、
人
を
罪
す
る
事
は
不
本
意
な
れ
ど
も
又
又
（
ま
た
ま

た
）
以
来
吾
が
覆
轍
（
ふ
く
て
つ
）
に
入
る
も
の
あ
ら
ざ
る
様
希
望
し
、
且
速
に
外
出
の
畏
男
そ
れ
）
な
き
様
只
々
（
た
だ
た
だ
）
相
計
奉
願
候

也

達
也

史
料
に
は
多
数
の
書
簡
封
筒
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
上
京
後
の
住
所
が
判
明
し
た
。

明
治
九
年
六
月
東
京
下
谷
泉
橋
通
り
御
徒
士
町
一
丁
目
山
中
伝
三
郎
方
、
明
治
十
年
七
月
東
京
水
戸
橋
内
三
崎
町
一
丁
目
、
明
治
十
’
十
一

年
頃
東
京
本
銀
町
二
丁
目
、
東
京
本
白
銀
二
丁
目
十
二
番
地
、
明
治
十
二
年
六
月
東
京
水
道
橋
三
崎
町
一
丁
目
一
番
地
、
明
治
二
十
七
年
二
月

東
京
神
田
駿
河
台
東
紅
梅
町
十
一
番
地
な
ど
で
あ
る
。
な
お
、
井
上
家
の
御
教
示
に
よ
る
と
、
在
職
中
余
暇
に
開
業
し
て
い
て
、
明
治
十
年
頃

（
宛
名
を
欠
く
が
父
肇
堂
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
発
信
日
を
欠
く
が
本
状
は
恐
ら
く
下
書
き
で
、
書
簡
は
明
治
十
五
年
十
月
終
り
か
、
十

一
月
は
じ
め
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
）

三
、
住
所
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そ
の
郷
里
徳
島
矢
武
に
在
る
井
上
家
霊
域
に
は
東
向
（
東
京
に
向
っ
て
）
し
て
二
基
の
古
い
彰
徳
碑
が
な
ら
ん
で
建
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
達

也
が
建
て
た
父
（
肇
堂
）
母
（
も
ん
）
の
孝
養
碑
で
あ
る
。
交
通
不
便
な
当
時
、
容
易
に
帰
郷
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
は
る
か
東
京
の
地
か
ら

父
母
を
想
っ
て
遙
拝
す
る
目
的
で
建
て
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

２
、
東
校
の
入
学
と
修
業

語
学
、
数
学
の
才
に
め
み

点
を
補
う
よ
う
つ
と
め
た
。

井
上
達
也
の
人
間
像
に
つ
い
て
、
そ
の
伝
記
書
に
は
「
先
生
は
厳
励
に
し
て
筍
も
人
を
容
れ
ず
」
（
野
地
淡
）
、
「
先
生
は
顕
貴
に
屈
せ
ず
、
世

俗
に
拘
せ
ず
、
辺
幅
を
修
め
ず
、
小
節
を
省
ゑ
ず
、
そ
の
言
行
往
々
人
の
意
表
に
出
づ
、
或
人
汗
し
て
曰
く
、
先
生
は
英
傑
に
あ
ら
ず
、
俊
才

に
あ
ら
ず
、
実
に
一
代
の
奇
物
な
り
」
（
石
黒
忠
悠
談
）
な
ど
評
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
今
川
発
見
の
史
料
目
に
よ
っ
て
、
自
ら
そ
の
性
格
上
の
長
短
を
よ
く
知
り
、
父
に
対
し
て
そ
の
坐
右
と
す
る
警
句
を
求
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
父
壁
堂
は
四
男
達
也
の
性
格
を
よ
く
知
っ
て
い
る
の
で
、
論
語
を
熟
読
す
る
こ
と
を
す
す
め
、
ま
た
、
「
殴
誉
栄
辱
は

同
時
之
人
を
疑
う
こ
と
無
か
れ
、
貧
福
寿
夫
は
上
天
之
命
を
信
ず
べ
し
」
（
出
典
不
詳
）
を
示
し
て
、
こ
れ
こ
そ
貴
殿
（
達
也
）
に
と
っ
て
彪
鍼

の
要
語
で
あ
る
と
教
示
し
た
こ
と
が
判
っ
た
。

語
学
、
数
学
の
才
に
め
ぐ
ま
れ
た
理
智
的
性
格
の
井
上
達
也
が
常
に
坐
右
の
言
と
し
て
論
語
を
離
さ
ず
、
尊
父
の
警
句
に
よ
っ
て
自
己
の
欠

に
は
神
田
三
崎
町
で
開
業
し
、
火
災
に
遇
っ
て
芝
白
銀
町
へ
移
っ
て
開
業
し
、
こ
こ
で
再
び
火
災
に
遇
っ
て
駿
河
台
へ
移
っ
て
眼
科
病
院
を
創

設
し
て
現
在
に
い
た
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

井
上
達
也
伝
の
中
で
、

１
、
性
格
に
つ
い
て

四
、
解
明
さ
れ
た
伝
紀
補
遺

今
回
発
見
史
料
に
よ
っ
て
新
し
く
解
明
さ
れ
た
点
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。
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明
治
初
期
の
東
校
に
は
甲
、
乙
二
種
の
学
制
が
あ
っ
た
が
、
達
也
の
東
校
卒
業
を
明
治
五
年
と
す
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
今
回
発
見
史

料
に
よ
っ
て
卒
業
（
全
科
卒
業
）
は
明
治
四
年
十
一
月
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
り
、
明
治
三
年
入
学
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
ず
か
一
年
余
で
卒

業
し
た
こ
と
に
な
る
。
井
上
家
史
料
中
に
は
各
学
科
に
わ
た
っ
て
そ
の
教
官
が
認
証
し
た
合
格
証
が
保
管
さ
れ
て
い
る
が
、
化
学
・
解
剖
・
生

理
・
病
理
な
ど
各
科
の
も
の
が
の
こ
っ
て
い
る
。
そ
の
認
定
年
月
は
、
明
治
三
年
十
二
月
か
ら
同
四
年
六
月
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
。

当
時
東
校
の
医
学
修
業
過
程
は
、
教
官
の
講
義
を
き
き
、
会
読
会
に
出
席
し
、
更
ら
に
各
学
科
の
試
験
を
う
け
、
合
格
す
る
と
教
官
か
ら
各

学
科
ご
と
に
「
卒
業
候
者
也
」
の
証
書
を
う
け
た
。
こ
の
教
官
合
格
証
書
が
全
科
揃
う
と
学
校
懸
（
か
か
り
）
か
ら
「
医
学
修
業
申
付
候
事
」

す
な
わ
ち
東
校
卒
業
証
言
が
授
興
さ
れ
た
こ
と
が
判
っ
た
。
た
だ
し
、
当
時
は
医
師
に
つ
い
て
は
特
別
の
資
格
試
験
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

明
治
十
五
年
十
月
九
日
石
黒
惣
理
心
得
か
ら
非
役
無
月
給
助
教
授
の
内
命
を
う
け
、
達
也
は
心
中
甚
だ
不
平
不
満
で
あ
っ
た
が
、
明
治
十
五

年
十
月
二
十
三
日
依
願
退
官
し
た
。
こ
の
と
き
父
に
送
っ
た
書
簡
に
は
「
私
は
自
分
の
通
径
を
守
り
、
道
に
達
せ
ざ
る
も
、
吾
が
知
識
の
不
足

た
る
よ
り
出
る
な
れ
ば
、
人
を
罪
す
る
事
は
不
本
意
な
れ
ど
も
、
．
又
又
以
来
吾
が
覆
轍
に
入
る
も
の
あ
ら
ざ
る
様
希
望
し
」
と
当
時
の
心
情
を

た
る
よ
り
出
る
な
れ
ば
、
人
圭

よ
く
書
き
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
問
題
の
解
明
に
は
、
一

る
0

須
田
の
義
父
経
哲
は
江
戸
詰
阿
波
藩
医
で
、
哲
造
は
井
上
達
也
と
同
じ
く
嘉
永
元
年
に
生
れ
、
明
治
二
年
大
学
東
校
予
科
に
入
学
し
、
本
課

を
終
え
た
の
は
明
治
九
年
で
あ
っ
た
。
以
後
、
達
也
と
同
じ
く
眼
科
学
を
研
修
し
、
明
治
十
九
年
依
願
退
官
し
て
東
京
市
小
石
川
区
春
日
町
（
当

し
て
う
か
ん
で
く
る
。

３
、
東
京
大
学
医
学
部
別
課
生
教
授
退
官
に
こ
、

従
来
の
伝
記
書
に
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
深
ノ

っ
た
書
簡
内
容
に
よ
っ
て
そ
の
詳
細
が
判
明
し
た
。

東
京
大
学
医
学
部
別
課
生
教
授
退
官
に
つ
い
て

の
伝
記
書
に
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
深
く
ふ
れ
た
も
の
が
認
め
ら
れ
な
い
。

明
治
十
五
年
一
月
東
京
大
学
医
学
部
助
教
授
と
な
っ
た
須
田
哲
造
（
一
八
四
八
’
一
八
九
四
）
が
そ
の
ラ
イ
バ
ル
と

今
回
発
見
の
史
料
日
、
す
な
わ
ち
達
也
が
父
肇
堂
に
送
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こ
ん
な
こ
と
か
ら
、
達
也
に
と
っ
て
甚
だ
不
控

に
辞
職
を
せ
ま
っ
た
の
が
事
実
の
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
達
也
の
退
官
問
題
に
つ
い
て
、
毎

小
文
を
む
す
ぶ
に
あ
た
っ
て
、
新
史
料
を
提
岼

竹
治
貞
夫
徳
島
大
学
教
育
学
部
（
漢
文
学
）
教
授

て
御
盛
業
中
の
井
上
眼
科
（
達
七
郎
・
誠
夫
・
達
一

棚
く
。
（
徳
島
市
開
業
）

な
お
、
こ
の
達
也
の
退
官
問
題
に
つ
い
て
、
須
田
哲
造
自
身
が
ど
ん
な
運
動
を
行
っ
た
か
は
史
料
不
足
で
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

小
文
を
む
す
ぶ
に
あ
た
っ
て
、
新
史
料
を
提
供
さ
れ
た
東
京
都
井
上
正
澄
・
徳
島
市
井
上
千
歳
両
氏
、
史
料
判
読
に
協
力
し
て
い
た
だ
い
た

竹
治
貞
夫
徳
島
大
学
教
育
学
部
（
漢
文
学
）
教
授
に
対
し
て
感
謝
の
微
意
を
捧
げ
、
小
文
の
時
代
か
ら
約
百
年
後
の
現
在
、
な
お
ひ
き
つ
。
つ
い

て
御
盛
業
中
の
井
上
眼
科
（
達
七
郎
・
誠
夫
・
達
二
・
正
澄
各
氏
）
、
須
田
眼
科
（
卓
爾
・
信
濃
夫
・
経
宇
各
氏
）
両
家
の
御
発
展
を
慶
賀
し
て
筆
を

棚
く
。
（
徳
島
市
開
業
）

時
）
で
開
業
し
、
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
四
月
二
十
五
日
病
没
し
た
。

阿
波
藩
医
の
子
弟
、
東
校
に
学
び
、
眼
科
学
を
研
修
し
て
助
教
授
と
な
り
、
依
願
退
官
し
て
開
業
生
活
を
お
く
っ
て
没
し
た
同
年
輩
の
明
治

期
眼
科
学
の
先
覚
と
し
て
、
両
名
は
よ
く
似
た
人
生
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
修
学
過
程
は
大
変
違
っ
て
い
る
。

達
也
が
明
治
四
年
以
降
ほ
と
ん
ど
独
学
速
成
の
道
を
あ
ゆ
ん
だ
に
対
し
て
哲
造
は
正
規
晩
成
の
道
を
す
す
ん
だ
。

明
治
初
期
に
は
眼
科
学
教
授
に
日
本
人
と
し
て
適
当
な
人
材
な
く
、
達
也
を
指
名
し
て
そ
の
教
育
に
あ
た
ら
せ
た
が
、
東
校
正
課
卒
業
者
の

中
か
ら
眼
科
学
専
攻
の
須
田
哲
造
が
出
る
に
い
た
っ
て
、
大
学
医
学
部
首
脳
は
須
田
を
井
上
に
代
え
よ
う
と
策
略
し
た
。

こ
ん
な
こ
と
か
ら
、
達
也
に
と
っ
て
甚
だ
不
愉
快
な
こ
と
が
続
発
し
て
、
遂
い
に
高
圧
的
に
そ
の
理
由
の
解
明
を
充
分
に
申
し
渡
し
も
せ
ず

（
１
）
拙
著
日
本
眼
科
史
日
本
眼
却

（
２
）
拙
著
阿
波
漢
方
受
難
史
日
末

（
３
）
拙
著
新
説
日
本
眼
科
学
の
牛

二
頁
）
、
⑤
（
恥
卯
二
十
一
頁
）
、

エ
ク
セ
ル
フ
ァ
ミ
リ
ー
（
銀
海
）

（
４
）
井
上
眼
科
病
院
百
年
史
（
仮
題
、

文
献拙

著
日
本
眼
科
史
日
本
眼
科
全
書
第
一
巻
眼
科
史
井
上
達
也
（
一
五
八
頁
）
、
須
田
哲
造
（
一
五
九
頁
）
、
金
原
出
版
（
昭
和
二
十
九
年
）
。

拙
著
阿
波
漢
方
受
難
史
日
本
医
史
学
雑
誌
第
二
十
六
巻
第
二
号
（
昭
和
五
十
五
年
四
月
）
。

拙
著
新
説
日
本
眼
科
学
の
先
覚
井
上
達
也
先
生
伝
①
（
血
髄
十
二
頁
）
、
②
（
恥
留
一
○
頁
）
、
③
（
恥
墾
一
士
一
貢
）
、
④
（
恥
習
一
十

千
壽
製
薬
株
式
会
社
（
昭
和
五
十
五
年
十
月
か
ら
連
載
）
。

東
京
一
誠
堂
書
店
編
集
、
近
刊
予
定
）
〔
退
官
後
の
井
上
達
也
伝
は
本
書
に
詳
し
〕
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SupplementtoaBiographyofDr.Tatsuyalnoue,Pioneer

ofJapaneseOphthalmology(1848-1895)

GiichiFukushima,M.D.

Anumberofoldmanuscripts(mainlyletters)wererecentlydiscoveredwhenlnoueophthalmic

hospital(directOr;Masumilnoue,M､，.)atSurugadai,Kanda,Tokyowasbeingreconstructed.Among

themweremanyrecordsconcerningTatsuyalnoue,thefbunderofthishospitalandapioneerof

JapanesemodernophthalmologyintheMeijiera.Thefbllowingarcdetailsofhislifbhithertounknown

butrecentlyrevealedbytheauthor'sinvestigalion.

Inouewasborninl848atYatake、Itano-gun,TokushimaprefbctureandcnteredDaigakuTokoh

(NationalMedicalSchool)in1870,butsincehewaspromotedsorapidlythathefinishedthewhole

medicalcourseinonlyayearorso,hisgraduationactuallyoccurredinl872.A丘erl874,he

specializedinophthalmology,andwhentheregularandspecialcourseswereestablishedatTokyo

MedicalSchoolinl875,hewasanassistantprofbssorofthespecialcourseandgavethefirstlecture

onophthalmologypresentedbyaJapanese.Hewaspromotedtoaprofbssorshipinl879,butretired

inl882,fbrpreviouslyunknownreasons.However,ithasbeenrevealedbythecurrentdiscovery

thathcwaspressuredbypersonnelchangestoresignhispostinfavorofTetsuzoSuda(1848-1894).

Afterretirement,InouefbundedanophthalmichospitalatSurugadai,Kanda,Tokyothelirstsuch

（
試
守
）

Ｏ
ｏ
ｏ

ｃ
ｃ
Ｃ



hospitalinJapan,andpublishedlnoue'sJournalofOphthalmologyinl889afterhehadestablishcd

Inoue'sMedicalSocietyofOphthalmology，Healsopublishedlnoue'stextbooksofophthalmologyand

otherworksandpapersconcerningophthalmology;thereareseveralhundredophthalmologistswho

studiedunderhistuition.InouediedinTokyoonJulyl5,1895atage48.Itwasalsodiscoveredfrom

alettergivenhimbyhisfather,Chodolnoue,amemberofthesurgicalstaff､oftheTokushimaclan

(1804-1881)thathetriedtoimprovehischaracterbyreadingtheChinese(Rongo''whichhealways

keptathiselbow.
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（
１
）

欧
米
の
胆
の
う
外
科
の
歴
史
も
、
大
し
て
測
る
必
要
は
な
い
。
］
・
国
、
島
目
鼻
の
「
医
学
の
発
見
」
に
拠
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
外
科
医
］
・
冒

聾
。
匡
瞥
冒
与
“
（
届
８
１
局
ご
）
が
一
八
六
八
年
（
明
治
元
年
）
胆
石
症
の
た
め
胆
の
う
切
開
術
ｇ
ｏ
］
①
。
富
○
ｓ
目
ぐ
ず
弓
》
の
日
○
ぐ
巴
９
ｍ
８
国
の
ぃ

津
○
ョ
夢
の
唱
号
宮
島
①
竜
を
行
っ
た
の
が
、
胆
の
う
外
科
の
噴
矢
で
あ
る
。

十
年
後
の
一
八
七
八
年
（
明
治
十
一
年
）
同
じ
く
ア
メ
リ
カ
の
外
科
医
．
舂
日
。
”
冨
昌
。
冒
盟
昌
吻
（
屍
９
１
屍
弱
）
も
９
５
－
３
鯛
弓
ｇ
ｏ
一
畠
胆
の

う
切
開
術
を
行
っ
て
い
る
。
彼
は
シ
ム
ズ
の
体
位
、
子
宮
頚
部
の
手
術
な
ど
で
有
名
で
あ
る
。

（
２
）

胆
の
う
摘
出
術
ｏ
胃
）
］
の
。
ぐ
吻
苛
Ｃ
ｓ
員
呈
に
関
し
て
は
、
一
八
八
二
年
（
明
治
十
五
年
）
七
月
十
五
日
、
ド
イ
ツ
の
外
科
医
９
冒
一
旨
冨
一
目
シ
ロ
‐

四
曽
冒
侭
ｇ
ｇ
ｇ
（
扁
急
ｌ
届
ｓ
）
に
よ
っ
て
施
行
さ
れ
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
こ
の
年
”
・
胃
具
〆
。
＆
（
晶
畠
ｌ
ら
ｇ
）
は
結
核
菌
を
発
見

果
を
報
告
し
た
い
。

日
本
の
医
学
史
の
総
論
は
、
比
較
的
よ
く
研
究
さ
れ
て
来
た
。
と
く
に
江
戸
時
代
の
そ
れ
は
大
分
研
究
さ
れ
て
来
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

し
か
し
各
論
的
に
は
、
ま
だ
未
開
拓
の
分
野
が
山
積
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

本
稿
で
は
従
来
ほ
と
ん
ど
等
閑
に
付
さ
れ
て
来
た
本
邦
に
お
け
る
開
腹
術
、
中
で
も
草
創
期
の
胆
の
う
外
科
に
つ
い
て
、
著
者
の
研
究
の
結

一
、
は
じ
め
に

本
邦
に
お
け
る
草
創
期
の
胆
の
う
外
科

悪
悪
輔
虚
一
討
準
認
昭
和
五
’
六
年
五
月
六
日
受
付

松
木
明

知
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（
川
司
）
「
Ｆ
ひ
）

明
治
三
十
一
年
菅
野
と
八
田
は
、
胆
石
に
よ
る
胆
の
う
拡
張
症
の
一
例
を
報
告
し
た
。
し
か
し
日
本
で
胆
石
疾
患
に
つ
い
て
の
知
識
が
普
及

（
６
）

し
た
の
は
、
明
治
三
十
二
年
四
月
十
五
日
、
胃
腸
研
究
会
の
例
会
に
お
い
て
、
東
京
帝
国
大
学
の
入
沢
達
吉
が
「
胆
石
症
に
就
テ
」
と
題
し

て
、
胆
石
症
の
統
計
、
胆
石
の
部
位
、
症
状
、
自
験
例
の
紹
介
な
ど
を
講
演
し
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
か
ら
胆
石
症
に
つ
い
て
の
論
文
が

急
増
し
た
が
、
こ
れ
は
胆
石
症
に
つ
い
て
の
知
識
が
普
及
し
始
め
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
７
）

鈴
木
主
計
は
明
治
三
十
三
年
「
胆
石
症
ノ
ー
例
」
と
題
す
る
論
文
を
発
表
し
た
が
、
主
と
し
て
欧
米
の
知
見
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

明
治
三
十
五
年
片
山
誠
治
は
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ミ
ュ
ル
レ
ル
ら
の
「
胆
石
病
ノ
合
併
症
」
を
翻
訳
し
、
胃
腸
病
研
究
会
に
発
表
し
た
が
、
診
断
、

治
療
法
（
内
科
的
、
外
科
的
）
、
予
後
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

（
８
）

明
治
四
十
一
年
、
京
都
府
立
療
病
院
の
吉
田
素
兄
は
蛆
虫
卵
が
ビ
リ
ル
ビ
ン
結
石
の
原
因
と
な
っ
た
一
症
例
を
報
じ
、
明
治
四
十
四
年
、
京

（
９
）

都
医
科
大
学
の
渡
辺
喜
三
は
、
日
本
人
の
胆
石
症
の
統
計
を
発
表
し
、
明
治
三
十
二
年
か
ら
四
十
三
年
に
至
る
外
科
入
院
患
者
八
一
八
五
人
に

つ
い
て
調
査
し
、
胆
石
症
の
手
術
を
受
け
た
者
一
三
例
（
○
・
一
五
％
）
、
手
術
し
な
か
っ
た
者
二
例
で
あ
っ
た
と
し
た
。
明
治
三
十
三
年
か
ら

四
十
三
年
に
至
る
約
十
年
間
の
内
科
入
院
患
者
二
六
八
八
人
の
調
査
で
は
、
胆
石
症
の
診
断
を
受
け
た
も
の
三
十
九
例
（
一
・
三
九
％
）
で
、

し
、
前
年
の
一
八
八
一
年
（
明
治
十
四
年
）
に
は
畠
月
旦
ｏ
『
匡
岸
。
号
（
岳
圏
ｌ
畠
置
）
が
初
め
て
十
二
指
腸
の
切
除
に
成
功
し
た
。

こ
の
よ
う
に
欧
米
で
は
一
八
八
○
年
代
に
入
り
急
速
に
内
臓
外
科
が
発
達
し
始
め
た
の
で
あ
っ
た
。

で
上
の
る
。

の
み
で
上
の
っ
た
。

（
３
）

穂
積
孝
春
は
明
治
二
十
三
年
、
六
十
二
歳
の
男
子
の
剖
検
例
で
一
個
の
胆
石
を
発
見
報
告
し
た
。
胆
石
症
に
つ
い
て
の
極
め
て
早
期
の
文
献

こ
の
頃
日
本
で
は
胆
の
う
疾
患
と
く
に
胆
石
症
は
余
り
注
目
さ
れ
て
お
ら
ず
、
偶
々
剖
検
に
際
し
て
胆
石
が
胆
の
う
、
胆
道
に
発
見
さ
れ
る

一
、
本
邦
の
内
科
に
お
け
る
胆
石
症
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三
、
本
邦
外
科
に
お
け
る
胆
石
症

（
ｍ
）

著
者
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
本
邦
最
初
の
胆
の
う
の
手
術
を
行
っ
た
の
は
中
川
越
郎
で
、
明
治
二
十
九
年
十
二
月
三
日
、
四
十
六
歳
の
男
子
の

化
膿
性
胆
の
う
炎
と
胆
石
症
に
対
し
て
、
二
次
的
に
胆
の
う
切
開
術
を
行
い
、
胆
石
一
個
を
摘
出
し
た
。
患
者
は
翌
年
二
月
五
日
全
治
退
院
し

わ
ず
か
に
男
性
に
多
く
、
年
齢
で
は
四
十
代
か
ら
五
十
代
に
多
か
っ
た
。
さ
ら
に
同
大
学
で
の
同
時
期
の
剖
検
一
五
五
九
例
中
、
胆
石
が
発
見

さ
れ
た
も
の
が
二
十
三
例
（
一
・
五
％
）
で
あ
っ
た
と
い
う
。

右
に
述
べ
た
如
く
、
本
邦
に
於
け
る
胆
石
症
に
つ
い
て
の
研
究
は
大
約
し
て
、
明
治
三
十
年
頃
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
十
年
後
の
明
治
末
年
に

は
、
日
本
人
を
対
象
に
し
た
統
計
的
研
究
ま
で
発
表
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

（
ｕ
）

明
治
三
十
一
年
六
月
の
中
外
医
事
新
報
に
、
小
林
参
三
郎
は
、
ハ
ワ
イ
の
日
本
人
病
院
に
お
け
る
胆
石
摘
出
術
の
経
験
を
述
べ
て
い
る
が
、

本
邦
に
お
け
る
手
術
で
な
い
の
で
、
こ
れ
を
省
略
し
て
お
く
。

な
お
小
林
は
松
本
順
に
従
っ
て
欧
州
に
遊
学
し
、
英
国
の
セ
ン
ト
・
ト
ー
マ
ス
病
院
で
外
科
を
研
修
し
た
医
師
で
あ
っ
た
。

（
皿
）

第
二
番
目
の
手
術
は
、
大
阪
の
田
中
喜
市
に
拠
る
も
の
で
、
明
治
三
十
二
年
六
月
一
日
、
三
十
二
歳
の
女
性
の
胆
肝
内
胆
道
結
石
に
よ
る
肝

の
膿
瘍
に
対
し
て
、
切
開
術
を
施
し
た
症
例
で
あ
る
。

（
魁
）

東
京
帝
国
大
学
外
科
の
近
藤
次
繁
は
、
明
治
三
十
二
年
九
月
十
八
日
、
三
十
二
歳
の
女
性
で
、
四
年
前
か
ら
胆
石
仙
痛
の
発
作
と
黄
疸
に
苦

し
ん
で
い
た
症
例
を
手
術
し
た
。
患
者
は
初
め
手
術
を
拒
否
し
て
い
た
が
、
高
熱
と
激
痛
に
耐
え
か
ね
て
、
手
術
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

開
腹
所
見
で
は
、
炎
症
の
た
め
胆
の
う
は
肝
臓
な
ど
と
癒
着
し
て
、
解
剖
学
的
位
置
は
不
鮮
明
で
あ
っ
た
が
、
胆
道
を
切
開
し
て
膿
汁
と
共
に

八
個
の
胆
石
を
摘
出
し
た
。
患
者
は
百
日
後
に
全
治
退
院
し
た
。

（
鋤
）

同
年
十
二
月
二
十
日
、
中
川
越
郎
は
四
十
五
歳
の
女
性
に
胆
の
う
切
開
術
を
施
し
て
胆
石
一
個
を
摘
出
し
、
患
者
は
翌
年
四
月
十
六
日
全
治

た
○
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翌
明
治
三
十
三
年
に
は
計
四
例
の
胆
の
う
手
術
の
症
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（
皿
）

ま
ず
三
月
十
八
日
東
京
慈
恵
会
の
高
木
兼
寛
は
三
十
五
歳
の
患
者
（
男
女
別
不
明
）
に
、
一
年
前
か
ら
の
仙
痛
発
作
の
た
め
胆
石
症
の
診
断

を
下
し
て
胆
の
う
切
開
術
を
施
行
し
、
八
月
末
日
に
全
治
退
院
し
た
。

（
恥
）

次
い
で
、
中
川
越
郎
は
四
月
九
日
右
季
肋
部
の
膨
大
と
姪
痛
、
発
熱
を
認
め
た
五
十
六
歳
の
女
性
に
胆
の
う
切
開
術
を
施
し
、
大
小
三
二

個
の
結
石
を
摘
出
し
た
。
術
後
大
便
中
に
さ
ら
に
八
五
個
の
結
石
を
排
出
し
た
と
い
う
。
術
後
七
週
で
全
治
退
院
。

（
姫
）

六
月
十
五
日
竹
田
英
貞
は
、
四
十
三
歳
の
医
師
で
、
右
季
肋
部
の
疹
痛
、
黄
疸
、
発
熱
、
灰
白
色
の
便
を
訴
え
、
便
中
に
胆
石
二
個
を
排
出

し
た
症
例
に
、
全
身
麻
酔
下
に
開
腹
し
た
が
、
胆
の
う
と
肝
が
癒
着
し
、
肝
は
膿
瘍
を
形
成
し
て
い
た
。
膿
瘍
を
切
開
し
た
が
、
胆
の
う
中
に

は
結
石
は
認
め
ら
れ
ず
、
閉
腹
し
た
が
、
術
後
創
口
よ
り
大
小
八
個
の
胆
石
が
排
出
さ
れ
た
。

（
坊
）

十
二
月
十
四
日
渡
辺
慶
太
郎
は
四
十
二
歳
の
女
性
の
手
術
を
行
っ
た
。
患
者
は
一
年
来
、
右
季
肋
部
痛
と
膨
隆
、
発
熱
を
認
め
た
が
、
黄
疸

は
認
め
な
か
っ
た
。
し
か
し
右
季
肋
部
の
触
診
で
右
の
摩
擦
音
が
聴
取
可
能
で
あ
っ
た
。
胆
石
症
と
診
断
し
、
ク
ロ
ロ
フ
ォ
ル
ム
麻
酔
下
に
胆

の
う
切
開
術
を
施
行
し
、
八
個
の
胆
石
を
摘
出
し
た
。

明
治
三
十
四
年
は
本
邦
の
胆
の
う
外
科
に
と
っ
て
画
期
的
な
年
で
あ
っ
た
。

（
Ⅳ
）

九
州
の
大
森
治
豊
は
、
明
治
三
十
四
年
一
月
十
五
日
、
四
十
五
歳
の
男
に
胆
の
う
切
開
術
を
施
し
た
。
し
か
し
大
森
は
こ
の
年
実
に
十
三
例

（
肥
）

の
胆
の
う
の
手
術
を
施
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。
症
例
の
詳
細
は
後
に
一
九
○
八
年
弟
子
の
溝
口
喜
六
に
よ
り
ド
イ
ツ
の
外
科
学
雑
誌
に
投
稿
掲

載
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
前
述
の
大
森
自
身
の
報
告
が
最
初
で
あ
り
、
次
い
で
三
月
十
八
日
六
十
五
歳
男
の
胆
の
う
癌
に
対
す

る
試
験
開
腹
術
、
三
月
十
九
日
四
十
五
歳
の
男
性
の
胆
の
う
炎
の
胆
の
う
切
開
術
、
七
月
五
日
三
十
七
歳
の
男
性
の
胆
石
に
対
す
る
ド
レ
ナ
ー

ジ
、
八
月
二
十
六
日
五
十
六
歳
の
男
性
の
胆
石
症
に
対
す
る
胆
の
う
切
開
術
、
九
月
十
八
日
四
十
九
歳
の
男
性
の
胆
石
症
に
対
す
る
胆
の
う
切
開

術
、
十
月
十
八
日
四
十
五
歳
の
女
性
に
対
し
て
十
二
指
腸
切
開
術
、
十
一
月
四
日
三
十
三
歳
女
の
胆
の
う
炎
の
試
験
開
腹
術
、
十
一
月
六
日
五

退
院
し
た
。
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初
の
胆
の
う
摘
出
術
の
症
例
で
あ
ろ
う
。
ロ

例
で
、
十
二
月
二
十
八
日
全
治
退
院
し
た
。

（
ｍ
）

明
治
三
十
五
年
前
述
し
た
内
藤
は
三
例
の
手
術
を
行
っ
た
。
四
月
二
十
二
日
、
三
十
三
歳
の
女
性
の
胆
の
う
結
石
に
対
し
て
、
胆
の
う
切
開

術
を
し
て
全
治
、
八
月
二
十
八
日
四
十
六
歳
の
男
の
胆
石
症
に
対
し
て
、
総
胆
管
切
開
術
を
行
い
結
石
を
摘
出
し
た
が
、
術
後
二
日
目
に
死

亡
、
十
二
月
十
八
日
六
十
一
歳
の
男
の
胃
癌
（
？
）
に
よ
る
黄
疸
に
対
し
て
、
胆
の
う
切
除
術
を
行
っ
た
が
、
術
後
二
日
目
に
死
亡
し
た
。

（
皿
）

中
川
越
郎
は
三
月
二
十
六
日
黄
疸
を
伴
う
胆
石
症
の
診
断
で
五
十
五
歳
の
男
性
、
手
術
を
行
っ
た
が
、
胆
石
は
発
見
出
来
ず
、
ゴ
ム
ド
レ
イ

十
八
歳
男
の
胆
道
切
開
術
、
十
一
月
八
日
三
十
八
歳
女
の
胆
の
う
切
除
術
、
十
一
月
十
三
日
三
十
四
歳
女
の
胆
の
う
切
開
術
、
十
二
月
六
日
三

十
六
歳
女
の
胆
の
う
炎
の
試
験
切
開
術
、
十
二
月
二
十
三
日
四
十
八
歳
女
の
胆
の
う
炎
の
胆
の
う
切
開
術
で
あ
っ
た
。
死
亡
例
は
一
例
も
な
か

明
治
三
十
四
年
の
症
例
と
し
て
、
他
に
々

（
別
）

た
。
ま
た
内
藤
は
十
二
月
三
十
一
日
三
十
』

全
身
衰
弱
の
た
め
一
月
三
日
に
死
亡
し
た
。

（
蝿
）

な
お
大
森
ら
は
、
明
治
三
十
五
年
に
十
例
、
三
十
六
年
十
一
例
、
三
十
七
年
十
二
例
、
三
十
八
年
二
十
一
例
、
三
十
九
年
三
例
と
、
明
治
三

十
四
年
か
ら
六
年
間
で
計
七
十
例
の
胆
の
う
、
胆
道
外
科
の
症
例
を
発
表
し
、
こ
の
中
死
亡
例
は
わ
ず
か
九
例
で
あ
っ
た
こ
と
は
特
筆
さ
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

ン
を
挿
入
し
た
が
、
翌
日
死
亡
し
た
。

東
京
帝
国
大
学
の
近
藤
次
繁
も
、
一

（
配
）

鶴
田
禎
次
郎
は
、
明
治
三
十
五
年
雨

っ
た
。こ

の
中
で
特
筆
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
十
一
月
八
日
の
三
十
八
歳
の
女
性
の
胆
石
症
に
対
し
て
行
わ
れ
た
手
術
で
、
こ
れ
が
本
邦
最

の
胆
の
う
摘
出
術
の
症
例
で
あ
ろ
う
。
月
余
に
わ
た
る
油
痛
発
作
は
あ
っ
た
が
、
発
熱
、
黄
疸
は
な
く
、
胆
の
う
に
結
石
が
認
め
ら
れ
た
症

近
藤
次
繁
も
、
女
性
の
胆
石
症
の
手
術
を
行
っ
た
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

明
治
三
十
五
年
四
月
、
一
軍
人
に
胆
石
症
の
診
断
で
手
術
を
行
っ
た
。
胆
石
は
発
見
出
来
ず
、

（
的
）

、
他
に
名
古
屋
の
北
川
乙
次
郎
は
、
三
十
七
歳
の
女
性
の
胆
石
症
に
対
し
て
胆
の
う
部
分
切
除
術
を
行
っ

日
三
十
七
歳
の
男
の
総
胆
管
切
開
術
を
行
い
、
結
石
一
個
を
摘
出
し
た
。
術
前
か
ら
の
高
度
黄
疸
、
腹
水
、

胆
の
う
瘻
を
造
設
し
た
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が
、
十
日
後
に
死
亡
し
た
。

鶴
田
は
も
う
一
例
三
十
爺

（
別
）

十
二
月
一
日
、
江
口
と
痔

披
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

後
十
時
間
で
死
亡
し
た
。

（
別
）
（
お
）

明
治
三
十
六
年
内
藤
は
、
三
十
八
歳
、
四
十
七
歳
、
四
十
八
歳
の
胆
石
症
の
手
術
三
例
を
報
告
し
た
が
、
一
例
は
死
亡
し
た
。
池
田
廉
一
郎

は
五
十
八
歳
の
農
婦
の
胆
石
症
に
対
し
て
六
月
三
十
日
、
四
十
二
歳
の
男
性
に
対
し
て
十
月
二
十
一
日
、
胆
の
う
切
開
術
を
施
し
、
各
を
結
石

を
摘
出
し
た
。
患
者
は
い
ず
れ
も
全
治
し
た
。

（
釦
）
（
”
）

明
治
三
十
七
年
に
は
、
内
藤
楽
は
一
例
、
海
軍
病
院
の
本
多
忠
夫
ら
は
一
例
を
報
告
し
た
が
、
本
多
の
症
例
三
十
二
歳
の
男
性
は
、
術
後
二

（
訂
）

日
目
に
死
亡
し
た
。
本
多
ら
は
他
に
四
例
の
胆
石
症
の
手
術
を
経
験
し
て
い
る
が
、
詳
細
は
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

（
邪
）
（
鋤
）
（
瓢
）
（
鉈
）
（
詔
）

明
治
三
十
八
年
か
ら
四
十
年
に
か
け
て
は
、
池
原
、
内
藤
、
三
宅
、
高
木
、
近
藤
ら
に
よ
り
多
数
の
手
術
例
の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
加
）
（
皿
）

第
四
回
明
治
三
十
五
年
’
六
年
の
日
本
外
科
学
会
で
は
、
中
川
越
郎
と
北
川
乙
次
郎
ら
胆
の
う
外
科
の
演
題
に
つ
い
て
討
論
が
な
さ
れ
た
。

（
紅
）

三
宅
の
報
告
は
、
明
治
四
十
五
年
の
第
十
三
回
日
本
外
科
学
会
総
会
で
宿
題
報
告
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

本
邦
に
お
い
て
、
胆
石
症
の
診
断
は
、

さ
れ
る
頻
度
は
低
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

明
治
三
十
二
年
入
沢
達
吉
が
胆
石
症
に
つ
い
て
の
講
演
を
行
っ
て
か
ら
徐
々
に
本
症
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
、
そ
の
報
告
が
医
学
雑
誌
に

本
邦
に
お
け
る
胆
の
う
外
科
の
歴
史
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
た
。

本
邦
に
お
い
て
、
胆
石
症
の
診
断
は
、
明
治
三
十
年
頃
ま
で
は
余
り
普
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
以
前
の
剖
検
例
に
お
い
て
も
胆
石
が
発
見

四
、
お
わ
り
に

例
三
十
八
歳
の
男
の
胆
石
症
に
対
し
て
手
術
を
施
行
し
、
ビ
リ
ル
ビ
ン
結
石
を
摘
出
し
た
。

（
別
）江

口
と
久
留
は
、
五
十
三
歳
の
女
の
胆
石
に
対
し
て
ク
ロ
ロ
フ
ォ
ル
ム
麻
酔
下
に
手
術
を
行
い
、

胆
石
を
摘
出
し
た
が
、
術
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著
者
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
中
川
越
郎
が
明
治
二
十
九
年
十
二
月
三
日
、
四
十
六
歳
の
男
性
の
化
膿
性
胆
の
う
炎
と
胆
石
症
に
対
し
て
、
胆
の

う
切
開
術
を
行
っ
た
の
が
、
本
邦
の
胆
の
う
手
術
の
嗜
矢
で
あ
る
。
胆
の
う
切
除
術
の
最
初
は
、
大
森
治
豊
が
明
治
三
十
四
年
十
一
月
八
日
、

三
十
八
歳
の
女
性
の
胆
石
症
に
対
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

な
お
本
稿
の
要
旨
は
、
昭
和
五
十
五
年
度
の
日
本
医
史
学
会
総
会
（
東
京
）
で
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

文
献

（
１
）
め
、
言
ご
匡
一
ゞ

（
２
）
①
胃
房
○
コ
．

（
３
）
穂
積
孝
春

（
４
）
菅
野
徹
三

三
十
一
年

（
５
）
八
田
広
吉

三
十
一
年

（
６
）
入
沢
達
吉

（
７
）
鈴
木
主
計

（
８
）
吉
田
素
兄

（
９
）
渡
辺
喜
三

（
、
）
中
川
越
郎

（
、
）
小
林
参
三

（
理
）
田
中
喜
市

（
過
）
近
藤
次
整

（
皿
）
高
木
兼
音

（
妬
）
竹
田
英
首

（
蝿
）
渡
辺
慶
士

入
沢
達
吉
胆
石
症
二
就
テ
胃
腸
研
究
会
会
報
第
一
巻
第
二
冊
二
八
九
頁
明
治
三
十
二
年

鈴
木
主
計
胆
石
症
ノ
ー
例
順
天
堂
医
事
研
究
会
雑
誌
三
一
九
号
三
○
三
頁
明
治
三
十
三
年

吉
田
素
兄
蛆
虫
卵
一
一
因
ス
ル
胆
石
症
ノ
ー
例
東
京
医
事
新
誌
一
五
冊
一
号
三
六
五
頁
明
治
四
十
一
年

渡
辺
喜
三
本
邦
人
二
於
ケ
ル
胆
石
ノ
ー
二
統
計
一
一
就
テ
医
事
月
報
五
巻
三
号
二
四
九
頁
明
治
四
十
四
年

中
川
越
郎
胆
石
症
二
就
テ
日
本
外
科
学
会
雑
誌
第
四
回
一
八
五
頁
明
治
三
十
五
年

小
林
参
三
郎
腹
部
外
科
胆
石
摘
出
術
の
一
、
二
中
外
医
事
新
報
四
三
八
号
八
二
頁
明
治
三
十
一
年

田
中
喜
市
肝
臓
減
開
術
一
一
ヨ
リ
摘
出
シ
タ
ル
胆
石
ノ
「
デ
モ
ン
ス
ト
ラ
チ
オ
と
医
事
会
報
第
九
六
三
六
六
頁
明
治
三
十
二
年

近
藤
次
繁
胆
石
症
ノ
外
科
療
法
二
就
テ
胃
腸
病
研
究
会
会
報
第
二
巻
第
二
冊
一
四
九
頁
明
治
三
十
三
年

高
木
兼
寛
胆
嚢
切
開
術
ノ
治
験
｝
一
就
テ
成
医
会
月
報
二
二
七
号
一
頁
明
治
三
十
四
年

竹
田
英
貞
胆
石
二
基
因
ス
ル
肝
膿
瘍
ノ
ー
例
中
央
医
学
会
雑
誌
三
七
号
六
九
頁
明
治
三
十
三
年

渡
辺
慶
太
郎
佐
藤
琢
三
郎
胆
石
症
ノ
ー
例
中
外
医
事
新
報
五
○
○
号
九
五
頁
明
治
三
十
四
年

一
・
国
・
叩
冨
句
会
ら
巳
己
昏
駕
◎
く
旬
昌
２
．
夕
『
－
５
胃
】
〔
一
二
菅
言
叩
目
・
“
○
・
○
．
弓
一
己
冒
鼠
野
呂
’
ご
狛
牙
三
℃
届
ｇ
・
｝
〕
・
豊
．

国
国
．
眼
シ
ご
旨
言
○
号
冒
昌
○
目
５
弓
の
国
巨
○
ご
○
一
‐
冨
巳
言
旨
の
．
（
舎
一
）
固
ら
）
乏
・
鴎
．
静
戸
白
骨
房
〕
弓
三
毎
号
言
三
色
ゞ
ら
暗
》
で
ｇ
少
＄
回

胆
石
剖
検
記
事
東
京
医
学
会
雑
誌
四
巻
五
号
明
治
二
十
三
年
二
四
四
頁

胆
嚢
拡
張
の
一
例
（
通
常
会
に
於
て
「
デ
モ
ン
ス
ト
ラ
チ
オ
ン
」
）
順
天
堂
医
事
研
究
会
雑
誌
第
二
八
七
号
二
五
六
頁
明
治

胆
嚢
拡
張
の
一
例
（
通
常
会
に
於
て
「
デ
モ
ン
ス
ト
ラ
チ
オ
ン
」
）
順
天
堂
医
事
研
究
会
雑
誌
第
二
八
八
号
一
二
二
三
頁
明
治
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（
Ⅳ
）

（
鴫
）

（
四
）

（
鋤
）

（
型
）

ヘ
ハ
ム
ゾ

〆
○
今
』

（
鐙
）

（
型
）

（
妬
）

（
妬
）

本
多
忠
夫
根
来
祐
春
胆
嚢
及
胆
道
結
石
ノ
ー
例
東
京
医
事
新
誌
一
三
九
四
号
一
九
一
頁
明
治
三
十
八
年

池
原
康
造
胆
石
症
一
一
就
テ
北
越
医
学
会
会
報
一
五
四
号
一
九
五
頁
明
治
三
十
九
年

能
谷
幸
之
胆
石
手
術
治
癒
ノ
ー
例
中
央
医
学
会
雑
誌
七
○
号
六
十
七
頁
明
治
三
十
九
年

藤
野
乱
胆
石
症
ノ
ー
異
例
鎮
西
医
報
九
十
八
号
二
五
頁
明
治
三
十
九
年

三
宅
速
本
邦
一
一
於
ケ
ル
胆
石
症
二
就
テ
日
本
外
科
学
会
雑
誌
第
十
三
回
二
四
五
頁
明
治
四
十
五
年

高
木
喜
寛
標
本
供
覧
医
事
新
聞
七
三
九
号
二
六
七
号
明
治
四
十
年

近
藤
次
繁
胆
石
ノ
ー
例
医
事
新
聞
七
五
一
号
二
○
一
頁
明
治
四
十
一
年

年 大
森
治
豊
胆
石
病
二
就
テ
医
事
新
聞
五
九
三
号
一
○
○
二
頁
明
治
三
十
四
年

〆
，
昌
旨
ｃ
官
。
亘
《
ご
胃
鳧
○
胃
声
●
目
。
冒
の
巨
騨
二
号
尾
の
筐
ｇ
葛
品
３
．
口
２
胃
胃
呼
号
。
一
肖
筈
昏
尾
ｏ
言
貝
唱
。
患
》
冷
媒
岳
９
．

北
川
乙
次
郎
胆
石
拾
個
ヲ
含
有
セ
ル
胆
嚢
切
除
術
二
就
テ
好
生
舘
医
事
研
究
会
雑
誌
八
巻
四
十
四
頁
明
治
三
十
四
年

内
藤
楽
胆
石
症
一
一
就
テ
日
本
外
科
学
会
雑
誌
十
一
回
五
八
五
頁
明
治
四
十
四
年

北
川
乙
次
郎
胆
石
二
胆
嚢
癌
及
び
化
膿
性
胆
嚢
炎
ヲ
併
発
セ
シ
一
例
好
生
舘
医
事
研
究
会
雑
誌
九
巻
三
五
三
頁
明
治
三
十
五
年

近
藤
次
繁
二
・
三
ノ
標
本
「
デ
モ
ン
ス
ト
ラ
チ
オ
ン
」
医
事
新
聞
六
二
九
号
三
三
頁
明
治
三
十
六
年

鶴
田
禎
次
郎
胆
石
ノ
「
デ
モ
ン
ス
ト
ラ
チ
オ
ン
」
医
事
新
聞
六
二
三
号
一
五
六
七
頁
明
治
三
十
五
年

江
口
巽
久
留
春
三
胆
石
二
因
ス
ル
腸
管
閉
塞
一
一
就
テ
中
外
医
事
新
報
五
四
七
号
三
五
頁
明
治
三
十
六
年

池
田
廉
一
郎
胆
石
手
術
ノ
ー
例
附
胆
謹
切
開
後
二
於
ケ
ル
急
性
胃
拡
張
ノ
追
加
東
京
医
事
新
誌
一
三
三
九
号
十
三
頁
明
治
三
十
七
年

池
田
廉
一
郎
胆
石
手
術
ノ
ー
例
附
胆
嚢
切
開
後
一
一
於
ケ
ル
急
性
胃
拡
張
ｌ
追
加
Ｉ
東
京
医
事
新
誌
一
三
四
五
号
二
九
九
頁
明
治
三
十
七
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AnEarlyHistoryofGall.BladderSurgeryinJapan

by

AkitomoMATSUKI

Anearlyhistoryofthegall-bladdersurgeryinJapanduringMeijierawasbrieflydescribed.Befbre

thethirtiesofMciji-era,mostofJapanesephysicianswerenotaquaintedwiththegall-bladderstones.

CholecystolithiasisbecamemuchiamiliaramongJapanesephysiciansfbllowingDr.Irizawa'slecture

onthissubjectinTokyoinl899.

Accordingtotheauthor'sinvestigationuponmedicaljournals,publishedduringMeijiera,Dr.

EtsuroNakagawawasthefirsttoperibrmacholecystostomyona46yearoldmaleonDecember3,

1896,whowasdiagnosedacutepurrulentcholecystitis.

ThefirstcholecystectomywasundertakenbyDr.JihoOhmoriofKyushuUniversityona38year

oldfbmalesuffbringfi､omcholccystolithiasisonNovember8ofl901.Surgeryofthegallbladderin

JapallbecamepopularallovcrJapaninthccndofMeijiera.
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圃
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の
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（
１
）

こ
う
し
た
素
晴
し
い
絵
の
入
っ
た
解
剖
害
は
江
戸
時
代
の
初
期
に
す
で
に
日
本
に
入
り
、
そ
れ
を
見
た
者
を
魅
了
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
そ
の
時
代
は
解
剖
図
は
好
奇
心
か
ら
求
め
ら
れ
た
が
、
の
ち
に
杉
田
玄
白
ら
が
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
を
見
た
時
は
、
西
洋
医
学
が
実

証
的
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
そ
れ
を
完
全
に
理
解
し
、
普
及
さ
せ
た
い
と
い
う
欲
望
を
起
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
解
体
新
書
』
を
出
版

す
る
に
至
っ
た
が
、
こ
の
時
点
で
日
本
の
解
剖
学
ひ
い
て
は
医
学
が
質
的
変
換
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
解
体
新
書
の
出
版

を
も
っ
て
前
期
と
後
期
に
時
代
を
分
け
た
。

西
洋
の
科
学
が
実
証
的
で
あ
る
こ
と
を
日
本
で
認
識
し
た
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
が
人
体
解
剖
で
あ
っ
た
。
そ
の
認
識
が
近
代
科
学
形
成
の

主
流
を
占
め
た
天
文
学
や
物
理
学
で
な
く
、
医
学
で
始
ま
っ
た
こ
と
は
日
本
の
学
問
の
体
質
を
知
る
う
え
で
見
逃
せ
な
い
。

西
洋
で
近
代
解
剖
学
の
始
ま
り
は
一
五
四
三
年
に
出
版
の
ン
且
『
８
ぬ
く
の
闇
冒
吻
解
剖
耆
《
弓
：
『
旨
凹
》
・
を
も
っ
て
す
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ

よ
り
以
前
、
す
で
に
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
イ
ン
チ
の
解
剖
図
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
芸
術
家
が
医
学
的
立
場
よ
り
む
し
ろ
人
間
を
描
く
た
め

に
解
剖
図
を
描
き
、
そ
の
た
め
の
技
法
を
完
成
し
て
い
た
。
か
く
し
て
負
團
ｇ
８
響
．
で
は
見
事
な
筋
肉
系
や
骨
格
の
絵
を
見
る
こ
と
が
で
き

、
Ｊ
○

亨
宅 概

説

日

本

解

剖

学
史

酒
井
シ

ヅ
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古
来
か
ら
人
体
の
内
景
は
五
臓
六
冊
で
あ
る
と
い
う
説
が
伝
わ
り
、
信
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
五
臓
六
脈
の
絵
で
い
ち
ば
ん
古
い
も
の
は
鎌
倉

時
代
の
梶
原
性
全
（
一
二
六
六
’
一
三
三
七
）
の
著
わ
し
た
「
頓
医
抄
』
に
載
る
も
の
で
あ
る
。
『
頓
医
抄
」
は
正
安
四
年
（
一
三
○
二
）
か

ら
嘉
元
二
年
（
三
一
○
四
）
に
か
け
て
書
か
れ
た
医
書
で
、
現
存
す
る
カ
ナ
書
き
の
医
書
で
は
最
も
古
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
巻
四
四
に
五
臓

六
脈
と
十
二
経
豚
の
経
絡
に
つ
い
て
記
載
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
の
ち
に
こ
の
部
分
だ
け
性
全
の
晩
年
の
著
書
『
万
安
方
』
の
第
五
四
巻
に

移
さ
れ
、
今
日
に
至
っ
た
。
そ
の
理
由
を
頓
医
抄
の
巻
四
三
の
巻
末
の
文
章
が
示
唆
し
て
い
る
。
巻
四
三
は
「
五
臓
六
服
形
候
」
と
題
し
て
、

五
臓
六
脈
の
各
臓
器
と
疾
患
の
関
係
や
他
の
器
官
の
関
連
を
、
実
証
的
で
は
な
く
、
陰
陽
五
行
説
な
ど
で
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
巻
末

ヌ
レ

者
）

と
あ
る
。
漢
方
で
は
五
臓
六
冊
の
説
明
は
治
療
を
す
る
の
に
必
須
の
知
識
で
は
な
い
が
、
こ
れ
を
知
れ
ば
、
疑
問
も
解
決
す
る
こ
と
も
あ
る
と

い
う
程
度
に
五
臓
六
肺
の
説
を
受
け
と
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
巻
四
四
の
五
臓
六
脈
の
絵
は
、
頓
医
抄
か
ら
万
安
方
に
移
さ
れ
た
の

で
あ
る
が
、
移
し
た
理
由
を
、
こ
の
絵
が
「
ア
ナ
ガ
チ
至
要
ニ
ア
ラ
ザ
ル
故
二
函
安
方
ニ
ュ
ヅ
リ
テ
此
二
省
ク
ト
ミ
ヘ
タ
リ
」
と
奈
須
恒
徳

（
２
）

（
一
七
七
三
’
一
八
四
一
）
が
註
を
入
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
室
町
末
期
、
頓
医
抄
か
ら
万
安
方
に
誤
っ
て
編
入
さ
れ
て
今
日
に
伝
っ

（
一
七
七
三
ｊ
、
一
八
四

（
３
）

た
と
い
う
説
も
あ
る
。

>'〆

V－
、

「
五
臓
六
脈
ノ
ス
カ
タ
ア
ラ
ア
ラ
是
ヲ
明
ス
委
キ
コ
ト
ハ
本
書
一
一
ア
リ
是
モ
肝
要
ニ
ァ
ラ
ス
ト
イ
ヘ
ド
モ
大
方
ア
ル
モ
ノ
ト
知
（
リ
）

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
沁
、
、
、
、
、
、
、

し
ゞ
〈
不
審
ヲ
散
ス
ル
分
（
汁
）
リ
也
治
方
ノ
次
第
〈
余
ノ
巻
一
一
Ⅱ
セ
リ
故
一
一
此
一
書
ハ
ァ
ナ
ヵ
チ
至
要
ニ
ァ
ラ
サ
ル
鰍
」
（
点
、
（
）
は
筆

そ
れ
は
と
も
か
く
、
日
本
で
は
、
こ
の
時
代
は
解
剖
学
が
治
療
に
は
必
ず
し
も
至
要
の
も
の
で
な
い
と
考
え
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
、
中
国
で
は
、
そ
れ
を
至
要
と
考
え
た
か
ら
こ
そ
こ
の
解
剖
図
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
北
宋
の
時
代
で
あ
っ
た
。
一
○
四
五

『
解
体
新
書
』
山

五
臓
六
脈
説

出
版
以
前
（
前
期
）
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西
洋
の
解
剖
学
の
移
入

日
本
人
が
西
洋
医
学
の
価
値
を
認
め
た
の
は
、
室
町
時
代
に
キ
リ
シ
タ
ン
を
介
し
て
知
っ
た
南
蛮
医
学
に
始
ま
る
が
、
な
か
で
も
外
科
の
価

値
は
早
く
か
ら
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
鎖
国
し
た
の
ち
も
、
日
本
に
滞
在
を
許
し
た
オ
ラ
ン
ダ
人
の
な
か
に
必
ず
外
科
医
を
入
れ
さ
せ
、
日
本

（
７
）
（
８
）

人
医
師
に
外
科
を
教
授
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
印
刷
本
の
輸
入
制
限
を
し
て
も
医
書
は
航
海
術
の
本
と
と
も
に
制
限
外
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
時
の
幕
府
の
大
目
付
井
上
筑
後
守
政
重
が
オ
ラ
ン
ダ
の
医
学
、
薬
学
、
砲
術
、
地
理
学
、
天
文
学
の
諸
科
学
を
非
常
に
高
く
評
価

し
て
い
た
こ
と
に
大
き
く
関
係
す
る
。
こ
と
に
、
政
重
に
は
結
石
の
持
病
が
あ
っ
た
た
め
に
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
医
術
を
頼
り
、
自
分
の
主
治
医

年
、
宜
州
で
叛
乱
を
起
し
て
捕
え
ら
れ
た
欧
希
範
以
下
五
六
名
が
凌
遅
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
れ
を
医
師
た
ち
が
二
日
間
か
け
て
医
学
の
目
的
で

解
剖
し
て
作
り
上
げ
た
の
が
「
欧
希
範
五
臓
図
」
で
あ
る
。
つ
い
で
崇
寧
年
間
（
二
○
二
’
二
○
六
）
に
安
徽
省
泗
州
で
賊
が
刑
に
処
せ

ら
れ
た
時
に
も
解
剖
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
時
得
た
所
見
を
も
っ
て
、
の
ち
に
泗
州
の
医
師
楊
介
が
「
欧
希
範
五
臓
図
」
を
補
足
修
正
し
て
、
政

和
三
年
（
二
二
一
）
に
「
存
真
環
中
図
」
を
著
わ
し
た
が
、
こ
れ
が
鎌
倉
時
代
に
日
本
に
渡
り
、
梶
原
性
全
が
摸
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

（
５
）

い
ま
は
中
国
で
は
瀬
減
し
た
が
、
日
本
に
残
り
、
ま
た
・
ヘ
ル
シ
ャ
謡
に
訳
し
た
も
の
の
一
部
が
ト
ル
コ
に
残
る
。

こ
の
解
剖
図
を
当
時
の
欧
州
の
そ
れ
と
比
す
れ
ば
少
し
も
遜
色
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
が
、
そ
の
後
中
国
で

発
展
し
た
様
子
も
な
い
。
そ
れ
に
は
儒
教
が
人
体
解
剖
を
よ
し
と
し
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
中
国
医
学
が
、
陰
陽
五
行
説

や
経
絡
説
で
人
体
の
生
理
を
説
明
し
、
治
療
は
征
を
も
つ
て
方
針
を
立
て
る
と
い
う
体
系
を
持
つ
た
め
の
橘
命
と
い
え
る
。

江
戸
時
代
に
入
り
、
「
華
佗
内
照
図
」
が
刊
行
さ
れ
た
り
し
た
が
、
い
ず
れ
も
「
存
真
環
小
図
」
と
大
き
な
違
い
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
は

中
国
の
医
傅
の
内
餓
説
を
そ
の
ま
ま
遵
奉
し
て
、
ほ
と
ん
ど
異
而
を
は
さ
ま
な
か
っ
た
が
、
将
軍
方
宗
の
時
代
、
服
部
範
忠
が
『
内
景
図
説
』

（
享
保
七
年
）
を
著
わ
し
、
内
景
の
新
説
を
立
て
た
。
こ
れ
は
、
彼
自
身
が
鳥
獣
を
剖
い
て
得
た
所
見
を
も
と
に
立
て
た
と
あ
る
が
、
陰
陽
五
行

（
６
）

脱
を
論
拠
と
し
て
、
推
論
し
て
い
る
た
め
に
五
臓
六
川
況
を
改
悠
し
た
点
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
｝
」
こ
で
従
来
の
説
に
疑
川
を
呈
し
た
こ

と
は
解
剖
史
上
、
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
。
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を
蘭
医
の
も
と
に
遣
わ
し
た
り
、
自
邸
に
蘭
医
を
招
い
て
医
術
の
み
な
ら
ず
さ
ま
ざ
ま
な
事
項
に
つ
い
て
質
問
を
あ
び
せ
か
け
た
の
で
あ
つ

（
９
）た

。
そ
し
て
、
解
剖
書
を
オ
ラ
ン
ダ
に
注
文
さ
せ
、
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
に
よ
う
や
く
入
手
し
た
が
、
こ
の
時
、
七
、
八
年
来
の
希
望
が

（
蛆
）

か
な
っ
た
と
大
い
に
喜
ん
だ
。
そ
の
後
、
政
重
は
自
邸
に
蘭
医
を
再
三
招
き
、
ぐ
命
箇
言
い
の
解
剖
書
に
つ
い
て
講
義
を
さ
せ
た
り
、
猪
の
解
剖

解
剖
書
を
欲
し
が
っ
た
の
は
井
上
筑
後
守
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ほ
か
の
大
名
も
そ
う
で
あ
っ
た
の
で
、
一
七
世
紀
の
前
半
に
す
で
に
数
種
類
の

立
派
な
解
剖
害
が
日
本
に
入
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
、
解
剖
図
が
好
奇
心
を
惹
き
起
し
た
の
で
あ
っ
て
、
医
学
に
と
っ
て
解
剖
学
的

知
識
を
持
つ
こ
と
が
至
重
な
こ
と
だ
と
考
え
た
様
子
は
な
い
。

一
七
世
紀
後
半
に
入
る
と
、
解
剖
図
や
本
草
害
の
内
容
を
知
り
た
い
と
望
む
者
も
現
わ
れ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
か
、
一
六
八
二
年
ご
ろ
阿
藺

陀
通
詞
本
木
庄
太
夫
が
旨
富
国
昌
閃
命
日
目
。
旨
の
解
剖
耆
勺
冒
診
潔
白
］
９
．
８
ぃ
日
。
鳴
幽
も
臣
呂
吻
（
一
六
六
七
年
ア
ム
ス
テ
ル
刊
）
を
訳
し
て
い
る
。

（
蝿
）
（
Ｍ
）
（
蝿
）

そ
の
出
来
映
え
は
必
ず
し
も
よ
く
な
い
。
し
か
し
、
当
時
の
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
の
語
学
力
が
ま
だ
貧
弱
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
よ
く
で

き
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
庄
太
夫
は
、
こ
の
訳
に
あ
た
っ
て
、
原
文
を
オ
ラ
ン
ダ
人
に
見
せ
、
聞
き
書
き
を
し
た
と
ゑ
ら
れ
る
節
も
あ
り
、

神
経
や
脈
管
系
も
東
洋
医
学
の
概
念
で
理
解
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
内
容
が
一
層
複
雑
に
な
り
、
い
ま
こ
れ
を
通
読
し
て
も
、
と
て
も
理
解
で

き
な
い
。
ま
し
て
、
当
時
の
西
洋
医
学
の
予
備
知
識
の
な
い
も
の
が
こ
れ
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
異
質
の
も
の
と
考
え
た
程
度
で
、
こ
れ
か
ら
、

西
洋
医
学
の
優
秀
さ
を
知
り
え
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。

そ
れ
を
、
そ
れ
か
ら
九
○
年
余
り
た
っ
た
時
、
鈴
木
宗
云
が
見
て
、
そ
の
価
値
を
認
め
た
の
も
、
す
で
に
山
脇
東
洋
が
人
体
解
剖
を
し
て
、

西
洋
解
剖
言
が
実
物
を
写
し
て
い
る
こ
と
を
立
証
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
、
宗
云
は
こ
の
言
の
欠
損
部
を
補
修
し
て
、
明
和
九
年

（
一
七
七
二
）
に
『
和
蘭
全
躯
内
外
分
合
図
』
の
題
名
で
出
版
し
た
。
そ
れ
は
解
体
新
書
の
出
版
よ
り
わ
ず
か
二
年
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
方
、
一
七
世
紀
な
か
ば
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
、
紅
毛
外
科
が
盛
ん
と
な
り
、
そ
の
秘
伝
書
に
断
片
的
に
西
洋
解
剖
学
の
知
識
が
書
か

れ
た
が
、
秘
伝
書
の
大
部
分
が
、
膏
薬
の
作
り
方
や
、
治
療
法
に
占
め
ら
れ
て
お
り
、
解
剖
や
生
理
学
知
識
が
重
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

（
皿
）

を
や
ら
せ
た
り
し
て
い
る
。

、
ノ５５／
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（
Ⅳ
）

山
脇
東
洋
の
解
剖

宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
閏
二
月
七
日
、
山
脇
東
洋
は
麓
陶
梗
塞
す
る
こ
と
一
五
年
の
の
ち
、
人
体
解
剖
を
観
た
。
こ
れ
が
日
本
で
官
許
を

（
略
）

得
て
行
わ
れ
た
人
体
解
剖
の
最
初
で
あ
っ
た
。
こ
の
解
剖
で
東
洋
は
永
年
の
大
夢
が
頓
に
覚
ま
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
解
剖
さ
れ
た
刑
死
人
に
夢

覚
と
戒
名
を
つ
け
た
こ
と
は
、
そ
の
時
の
東
洋
の
心
境
を
非
常
に
よ
く
現
し
て
い
る
。
こ
の
解
剖
の
結
果
を
、
そ
れ
か
ら
五
年
後
の
宝
暦
九
年

（
一
七
五
九
）
に
『
蔵
志
』
と
題
し
て
出
版
し
た
が
、
こ
の
本
の
果
し
た
啓
蒙
的
役
割
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
。
そ
の
本
の
示
す
解
剖
内
容
は

き
わ
め
て
幼
稚
で
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
五
臓
六
脈
と
さ
し
て
変
ら
な
い
。
た
だ
、
そ
の
全
篇
に
溢
れ
て
い
る
親
試
実
験
の

精
神
こ
そ
、
解
剖
史
の
承
な
ら
ず
、
日
本
の
文
化
史
上
き
わ
め
て
意
義
が
あ
っ
た
。
こ
の
解
剖
に
よ
っ
て
、
東
洋
が
漢
方
を
否
定
し
た
こ
と
に

（
肥
）

意
義
を
認
め
る
人
も
い
る
が
、
蔵
志
の
内
容
は
漢
方
の
内
景
説
に
と
ら
わ
れ
て
お
り
、
東
洋
自
身
も
こ
の
解
剖
を
き
っ
か
け
に
西
洋
医
学
を
学

ぼ
う
と
し
た
形
跡
は
全
く
な
い
。
た
だ
、
西
洋
解
剖
書
の
絵
が
五
臓
六
脈
図
と
あ
ま
り
に
も
違
う
の
で
疑
問
を
持
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
解

剖
で
、
西
洋
解
剖
書
が
事
実
を
描
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
真
理
は
万
里
を
隔
て
る
と
言
え
ど
も
一
致
す
る
か
ら
、
物
を
視
る
こ
と
が
理
を
考
え
る
こ
と
よ
り
先
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
、
親

試
実
験
を
高
唱
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
東
洋
に
よ
っ
て
人
体
解
剖
の
前
例
が
作
ら
れ
た
こ
と
や
、
「
蔵
志
』
を
出
版
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
親
試
実
験
の
精
神
が
広
く
知
ら
れ
た
こ
と
も
大
い
に
意
義
が
あ
る
。

解
体
新
書
刊
行
ま
で
の
解
剖

山
脇
東
洋
の
第
一
回
の
解
剖
の
あ
と
、
東
洋
の
高
弟
で
、
萩
に
住
む
栗
山
孝
庵
が
宝
暦
八
年
と
九
年
に
解
剖
聖
ぎ
し
た
。
一
面
目
の
解
剖
は
日

こ
う
し
た
情
勢
の
な
か
で
、
遡
源
坐

六
二
八
’
一
六
九
六
）
を
も
っ
て
起
恥

門
人
の
一
人
が
山
脇
東
洋
で
あ
っ
た
。

が
う
か
が
え
る
。

か
で
、
遡
源
的
学
風
を
も
ち
親
試
実
験
を
主
義
と
す
る
学
派
が
生
れ
た
。
こ
れ
を
古
方
派
と
い
い
、
名
古
屋
玄
医
（
一

を
も
っ
て
起
り
と
す
る
が
、
後
藤
艮
山
（
一
六
五
九
’
一
七
一
二
一
）
が
出
る
に
至
っ
て
、
い
っ
そ
う
発
展
し
た
。
そ
の
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京
都
で
は
、
山
脇
一
門
に
よ
る
解
剖
の
ほ
か
、
古
河
藩
医
河
口
信
任
が
明
和
七
年
（
一
七
七
○
）
四
月
二
五
日
に
首
一
級
と
断
首
し
た
屍
体

（
躯
）

二
体
を
得
て
解
剖
を
行
っ
た
。
こ
の
結
果
は
『
解
屍
編
』
と
題
し
て
蔵
志
に
次
い
で
本
邦
で
二
番
目
に
公
刊
さ
れ
た
解
剖
書
で
あ
る
が
、
こ
の

（
妬
）

時
に
一
緒
に
執
刀
し
た
原
田
維
旗
の
記
録
が
、
近
年
、
河
口
家
の
遺
品
の
な
か
に
見
つ
か
っ
た
。
原
田
維
祇
の
名
は
『
解
屍
編
』
に
も
で
て
こ

な
い
の
に
、
そ
の
原
稿
が
河
口
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
複
雑
な
事
情
を
嗅
わ
せ
る
。
原
田
は
長
崎
で
吉
雄
耕
牛
の
門
人
で
あ
っ
た

が
、
明
和
の
は
じ
め
京
都
に
移
っ
た
ら
し
い
。
河
口
は
か
っ
て
長
崎
で
、
栗
崎
の
門
に
入
り
外
科
を
学
ん
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
頃
、
解
剖
を
志
し
た
も
の
に
は
紅
毛
外
科
を
学
ん
だ
者
と
山
脇
東
洋
の
古
方
派
の
漢
方
医
と
に
分
れ
る
が
、
い
ず
れ

も
、
解
剖
を
行
っ
て
内
臓
の
真
実
の
姿
を
知
る
こ
と
が
、
万
人
の
病
を
治
す
こ
と
に
必
要
で
あ
り
、
解
剖
は
惨
忍
で
あ
る
が
、
万
人
が
救
わ
れ

る
の
だ
か
ら
止
む
を
得
な
い
こ
と
だ
と
言
っ
て
い
る
。

（
訂
）

こ
の
ほ
か
、
解
剖
史
上
、
見
落
せ
な
い
の
が
、
根
来
東
叔
の
人
骨
の
観
察
（
享
保
一
七
年
）
と
麻
田
剛
立
の
解
剖
記
録
で
あ
る
。
根
来
は
山

脇
東
洋
の
解
剖
よ
り
一
三
年
前
に
人
骨
を
観
察
し
て
「
人
身
連
骨
真
形
図
‐
一
を
著
わ
し
た
が
、
根
来
自
身
は
眼
科
医
で
あ
り
、
こ
の
骨
の
観
察

が
治
療
と
直
接
に
結
び
つ
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
東
叔
が
結
語
に
「
千
歳
の
人
ま
た
荘
乎
と
し
て
遂
に
真
を
見
ず
、
余
幸
に
之
を
見
」

本
で
は
じ
め
て
女
体
の
解
剖
で
あ
り
、
し
か
も
、
こ
の
時
は
長
崎
か
ら
来
た
医
師
が
執
刀
し
た
。
そ
れ
で
、
解
剖
の
所
見
は
前
回
よ
り
は
る
か

に
詳
し
い
。
山
脇
東
洋
が
は
じ
め
て
行
っ
た
解
剖
も
、
そ
の
後
、
杉
田
玄
白
ら
が
小
塚
原
で
み
た
解
剖
も
屠
者
に
よ
っ
て
解
剖
が
行
わ
れ
、
そ

（
⑲
）

れ
を
医
師
が
見
学
し
た
が
、
栗
山
孝
庵
が
先
鞭
を
つ
け
た
医
師
の
執
刀
に
よ
る
解
剖
は
、
後
述
す
る
河
口
信
任
の
解
剖
に
も
み
ら
れ
る
。
い
ず

れ
も
長
崎
で
外
科
を
学
ん
だ
者
が
執
刀
し
た
が
、
解
剖
の
術
式
の
確
立
は
こ
う
し
た
人
々
の
果
し
た
業
績
に
負
う
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。

（
別
）

栗
山
孝
庵
の
解
剖
は
二
回
と
も
、
師
の
東
洋
の
説
に
拘
泥
し
た
ま
ま
で
あ
り
、
依
然
と
し
て
東
洋
医
学
的
な
概
念
に
捉
わ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
解
体
新
書
出
版
以
前
の
解
剖
の
す
べ
て
に
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。

（
皿
）
（
躯
）
（
認
）

明
和
年
間
に
入
る
と
、
平
戸
、
福
井
、
京
都
、
江
戸
と
各
地
で
解
剖
を
し
て
い
る
が
、
こ
の
記
録
に
残
る
も
の
以
外
に
も
解
剖
が
た
び
た
び

明
和
年
間
に
入
る
と
、

（
別
）

行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
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解
体
新
書
と
本
木
庄
太
夫
の
訳
し
た
解
剖
書
と
比
較
し
て
、
最
も
異
る
点
は
、
解
体
新
書
が
逐
語
訳
で
あ
り
、
原
文
を
で
き
る
だ
け
忠
実
に

伝
え
る
た
め
に
文
章
の
行
の
と
り
方
、
符
号
ま
で
原
文
に
従
っ
た
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
解
体
新
書
に
よ
っ
て
西
洋
解
剖
学
、
つ
ま
り
近
代
解

口

剖
学
を
不
完
全
で
は
あ
っ
た
が
、
日
本
に
移
植
す
る
こ
と
に
は
じ
め
て
成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
に
は
、
西
洋
医
学
に
特
有
の
神
経
や
リ
ン
パ
系
の
概
念
を
東
洋
的
に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
微
塵
も
な
い
。
そ
の
結
果
、
西
洋
医

学
が
東
洋
医
学
と
全
く
違
っ
た
基
盤
に
た
つ
こ
と
、
つ
ま
り
、
実
証
的
で
し
か
も
合
理
的
な
科
学
で
あ
る
こ
と
を
日
本
人
に
は
っ
き
り
と
知
ら

せ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
、
漢
方
よ
り
西
洋
医
学
が
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
、
漢
方
を
否
定
す
る
基
盤
が
得

解
体
新
書
発
刊
以
後
（
後
期
）

解
体
新
書
の
刊
行

『
解
体
新
書
』
を
作
っ
た
動
機
が
明
和
八
年
三
月
四
日
、
江
戸
の
小
塚
原
で
杉
田
玄
白
、
前
野
良
沢
、
中
川
淳
庵
な
ど
が
脈
分
け
を
見
た
時
、

持
参
し
た
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ァ
の
解
剖
図
が
事
実
と
よ
く
一
致
す
る
こ
と
に
つ
よ
い
感
動
を
受
け
た
の
で
あ
る
こ
と
は
、
『
蘭
学
事
始
』

せ
た
の
で
あ
る
。
，

（
邪
）

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

麻
田
剛
立
は
天
文
学
者
と
し
て
有
名
だ
が
、
解
剖
学
へ
も
強
い
関
心
を
持
ち
、
時
流
を
こ
え
た
研
究
態
度
と
持
ち
前
の
す
る
ど
い
観
察
力
を

駆
使
し
て
、
桑
ご
と
な
解
剖
所
見
を
残
し
た
が
、
彼
自
筆
の
著
書
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
友
人
の
手
紙
や
著
書
の
中
に
残
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ

の
た
め
、
こ
れ
が
ど
の
く
ら
い
後
世
に
影
響
を
与
え
た
か
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
そ
れ
か
ら
後
の
伏
屋
素
狄
に
み
る
よ
う
に
大
阪
一
流

の
実
験
派
と
も
い
う
べ
き
研
究
に
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
る
と
思
う
。

と
真
実
を
知
っ
た
喜
び
を
語
っ
て
い
る
。

に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

か
つ
て
山
脇
東
洋
が
蔵
志
を
出
し
た
時
は
、
『
非
蔵
志
』
と
題
し
て
蔵
志
を
反
論
す
る
害
が
出
た
が
、
解
体
新
書
の
場
合
は
、
真
向
か
ら
こ
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れ
を
反
論
す
る
書
が
で
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
解
体
新
書
が
前
代
未
聞
の
西
洋
解
剖
書
の
完
全
な
訳
書
で
（
訳
文
の
不
出
来
は
あ
っ
て
も
）
、
批

判
を
与
え
る
余
地
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
書
に
よ
っ
て
西
洋
医
学
の
実
証
主
義
に
目
覚
め
、
杉
田
玄
白
の

グ
ル
ー
プ
に
学
ば
ん
と
す
る
者
が
相
次
い
で
江
戸
に
集
っ
た
。
そ
の
連
中
は
蘭
学
を
学
び
、
西
洋
解
剖
書
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
翻
訳
し
て
い
っ
た
。

一
方
、
オ
ラ
ン
ダ
語
の
読
み
書
き
は
で
き
な
い
が
、
翻
訳
書
に
よ
っ
て
、
医
学
が
解
剖
を
土
台
に
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
自
ら
解
剖
を
し

て
、
そ
の
所
見
を
著
わ
す
実
験
派
と
も
い
う
べ
き
連
中
が
現
わ
れ
た
。
そ
の
代
表
的
な
人
物
が
小
石
元
俊
で
あ
る
。

京
阪
で
の
解
剖

（
豹
）

小
石
元
俊
は
京
阪
の
蘭
学
の
鼻
祖
と
い
わ
れ
る
が
、
彼
自
身
は
少
し
も
オ
ラ
ン
ダ
語
を
解
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
解
体
新
書
の
重
大
性
を

い
ち
早
く
察
知
し
て
、
解
剖
を
重
ね
た
の
で
、
「
元
俊
は
解
体
者
な
り
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
た
。
元
俊
の
関
係
し
た
解
剖
で
記
録
に
残

る
の
は
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
と
寛
政
一
○
年
（
一
七
九
八
）
で
あ
る
。
前
者
は
「
平
次
郎
解
剖
図
」
と
呼
ば
れ
る
絵
巻
物
で
、
そ
の
写
し

が
各
地
で
象
つ
か
る
。
後
者
は
「
施
薬
院
解
男
体
臓
図
」
と
呼
ば
れ
、
前
者
よ
り
所
見
が
詳
細
に
な
り
、
解
体
新
書
や
他
の
西
洋
解
剖
書
の
影

響
を
強
く
受
け
て
い
る
。
し
か
も
、
後
者
は
橋
本
宗
吉
が
臓
器
の
名
前
を
オ
ラ
ン
ダ
語
で
書
き
入
れ
る
な
ど
、
わ
ず
か
一
五
年
の
ち
が
い
で
、

こ
れ
ほ
ど
蘭
学
が
浸
透
し
た
の
か
と
驚
嘆
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
二
つ
の
解
剖
図
が
当
代
の
一
流
の
画
師
吉
村
蘭
洲
の
筆
に
な
っ
た
こ
と
も
興
味
ぶ
か
い
。
そ
れ
は
小
石
元
俊
の
希
望
に
よ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
解
剖
図
が
稚
拙
で
、
西
洋
解
剖
図
に
遠
く
お
よ
ば
な
い
こ
と
に
不
満
を
い
だ
い
て
い
た
元
俊
が
、
性
格
が
周
密
で

描
写
力
に
す
ぐ
れ
た
蘭
洲
に
実
物
の
写
生
を
依
頼
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
山
脇
東
洋
な
ど
の
解
剖
図
よ
り
す
ぐ
れ
た
も
の
は
で
き
た

が
、
や
は
り
西
洋
解
剖
図
に
及
ば
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
解
剖
は
一
日
で
す
ま
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
時
間
の
制
約
が
あ
っ
た
の
で

詳
し
く
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
嘆
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
解
剖
を
終
っ
た
あ
と
「
余
は
微
細
解
屍
し
難
き
者
、
枚
挙
に
堪
え
ず
、
日
後
甚
だ

（
鋤
）

以
て
憾
と
為
す
。
願
く
ぱ
後
作
之
挙
を
ま
っ
て
更
に
之
を
詳
験
せ
ん
の
染
」
と
そ
の
口
惜
し
さ
を
記
し
て
い
る
。

（
瓢
）

そ
れ
か
ら
さ
ら
に
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
一
屍
体
に
一
二
○
名
余
の
大
勢
が
参
加
し
て
分
業
し
て
記
録
を
残
し
た
り
、
一
人
の
者
が
四
○
回
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翻
訳
解
剖
書

実
験
派
に
対
し
て
、
解
体
新
書
以
後
の
解
剖
史
を
彩
る
の
に
翻
訳
派
と
い
う
べ
き
人
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
一
派
は
杉
田
玄
白
ら
の
江
戸
の
蘭

学
グ
ル
ー
プ
を
中
心
に
形
成
さ
れ
る
が
、
そ
の
な
か
の
代
表
的
な
人
、
宇
田
川
玄
真
の
著
聿
昌
医
範
提
綱
』
（
文
化
二
年
刊
）
を
み
る
と
、
解

体
新
書
出
版
以
来
わ
ず
か
三
○
年
足
ら
ず
で
、
西
洋
医
学
が
確
実
に
日
本
に
移
植
さ
れ
た
こ
と
を
知
る
。
こ
の
著
書
は
解
体
新
書
の
よ
う
に
一

冊
の
本
を
逐
語
訳
し
た
の
で
な
く
、
数
冊
の
本
を
読
み
こ
な
し
、
西
洋
医
学
を
完
全
に
消
化
し
て
書
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
人
体
の
構

造
や
生
理
を
き
わ
め
て
明
解
に
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
に
、
こ
の
本
の
付
図
が
日
本
最
初
の
銅
版
解
剖
図
と
し
て
文
化
五
年
（
一
八
○
八
）
に

出
版
さ
れ
て
、
西
洋
解
剖
図
に
劣
ら
ぬ
精
密
な
銅
版
図
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
杉
田
玄
白
や
前
野
良
沢
の
跡
を
継
い
で
蘭
学
を
隆
盛
に
象
ち
び
い
た
大
槻
玄
沢
は
、
解
体
新
書
を
重
訂
し
て
文
政
九
年
（
一
八
二

六
）
に
出
版
し
た
が
、
そ
こ
で
は
解
体
新
書
の
誤
り
を
正
し
た
だ
け
で
な
く
、
西
洋
医
学
の
影
響
を
受
け
た
中
国
の
医
書
も
参
考
に
し
て
詳
し

（
妬
）

く
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
解
体
新
書
の
付
図
よ
り
は
る
か
に
す
ぐ
れ
た
付
図
を
銅
版
解
剖
図
で
出
版
し
て
お
り
、
こ
の
重
訂
解
体
新
書
は
江

戸
時
代
の
解
剖
書
で
は
最
も
内
容
の
充
実
し
た
も
の
と
な
っ
た
。

一
方
、
大
阪
の
解
剖
に
ぷ
る
き
わ
め
て
特
異
な
例
は
、
寛
政
一
二
年
（
一
八
○
○
）
、
大
矢
尚
斎
が
行
っ
た
女
屍
の
解
剖
で
あ
る
。
こ
の
時
、

さ
ま
ざ
ま
な
器
官
に
色
素
液
を
注
入
し
て
検
査
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
腎
臓
の
腎
孟
に
青
い
液
を
入
れ
て
、
そ
れ
が
膀
胱
に
達
す
る

こ
と
を
見
て
、
尿
が
大
腸
か
ら
膀
胱
に
し
み
出
る
と
い
う
漢
説
を
否
定
し
た
り
、
乳
廩
管
が
胸
管
を
へ
て
左
鎖
骨
下
静
脈
に
入
る
経
過
を
追
跡

し
よ
う
と
し
た
。
大
矢
尚
斎
は
「
和
蘭
医
話
』
の
著
者
伏
屋
素
狄
や
、
小
石
元
俊
の
高
弟
の
斎
藤
方
策
、
大
阪
で
最
初
の
蘭
学
者
橋
本
宗
吉
と

（
鈍
）

親
し
い
間
柄
に
あ
り
、
常
に
集
っ
て
は
蘭
学
を
講
究
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
江
戸
に
は
な
い
、
大
阪
な
ら
で
は
と
考
え
ら
れ
る

実
験
派
の
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
て
い
た
。

以
上
も
解
剖
を
見
て
、（

銘
）

る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
た
。

ｌ

（
犯
）

一
回
に
一
臓
一
胴
を
観
察
し
て
見
事
な
解
剖
図
を
作
り
上
げ
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
西
洋
解
剖
書
の
所
見
を
確
認
す
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漢
蘭
折
衷
派
の
解
剖

西
洋
解
剖
書
の
翻
訳
が
相
つ
い
で
行
わ
れ
る
に
つ
れ
て
、
漢
方
医
の
な
か
で
、
解
剖
の
価
値
を
認
め
な
が
ら
、
一
方
で
素
問
霊
枢
が
絶
体
正

（
髄
）

し
い
と
信
じ
て
譲
ら
ぬ
者
が
現
わ
れ
た
。
そ
の
代
表
的
な
の
が
三
谷
公
器
で
あ
っ
た
。
そ
の
著
書
「
解
体
発
蒙
」
（
文
化
一
○
年
刊
）
で
は
解

剖
所
見
を
漢
方
の
既
成
概
念
で
説
明
し
よ
う
と
腐
心
し
、
西
洋
解
剖
書
に
載
る
詳
細
な
記
載
も
す
べ
て
内
経
に
載
る
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
後

人
が
そ
れ
を
携
入
し
て
妄
説
と
い
わ
れ
る
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
穂
積
惟
正
の
『
医
経
洸
乱
』

（
訂
）

（
文
政
一
○
年
刊
）
や
小
出
君
徳
の
『
導
溌
私
録
』
（
天
保
七
年
序
文
）
に
も
染
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
い
ま
か
ら
見
れ
ば
牽
強
付
会
と
し
か
見
ら

れ
な
い
が
、
い
ず
れ
も
刊
本
で
あ
り
、
漢
方
医
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
た
状
況
か
ら
象
て
、
こ
う
し
た
考
え
方
は
意
外
に
素
直
に
受
け
止

め
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
穂
積
も
小
出
も
た
び
た
び
解
剖
を
見
て
い
な
が
ら
依
然
と
し
て
漢
藺
折
衷
の
立
場
を
固
守
し
た
の
も
そ
の
一

つ
の
証
し
で
あ
ろ
う
。
小
出
君
徳
は
解
体
新
書
を
批
評
し
て
、
そ
の
内
容
は
詳
し
い
が
、
そ
の
書
の
「
大
半
〈
蛮
名
ヲ
用
１
、
故
一
一
蘭
ヲ
学
バ

ザ
レ
バ
読
メ
ド
モ
読
マ
ザ
ル
ガ
如
シ
」
と
ス
ポ
ン
ギ
ウ
ス
、
ゞ
ハ
ン
ド
と
外
来
語
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
攻
撃
し
て
い
る
。
実

際
に
解
剖
実
習
を
し
て
物
と
言
葉
を
確
め
る
機
会
に
恵
ま
れ
な
い
状
況
で
は
、
解
体
新
書
の
詳
し
い
説
明
も
無
用
の
長
物
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
そ
れ
で
、
蘭
書
も
読
め
ず
、
中
途
半
端
な
訳
書
を
た
よ
り
に
人
体
の
内
景
を
知
ろ
う
と
す
れ
ば
、
既
成
の
概
念
で
説
明
さ
れ
た
も
の
の
方

が
理
解
し
や
す
く
、
ま
た
、
日
常
の
治
療
が
経
絡
説
や
五
臓
六
脈
の
概
念
の
上
に
で
き
上
っ
た
体
系
を
も
つ
漢
方
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
充
分
で

漢
蘭
折
衷
派
と
目
さ
れ
る
が
、
非
常
に
独
創
的
な
着
想
で
、
解
剖
史
に
登
場
す
る
の
が
、
広
島
の
星
野
良
悦
と
大
阪
の
各
務
文
献
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
精
巧
な
木
骨
を
作
っ
た
整
骨
医
で
あ
る
。

星
野
は
顎
関
節
の
整
復
術
を
会
得
す
る
の
に
路
傍
で
拾
っ
た
白
骨
を
使
っ
て
成
功
し
た
こ
と
か
ら
、
整
骨
術
を
完
全
に
修
得
す
る
に
は
、
骨

骸
が
ど
う
し
て
も
必
要
だ
と
そ
れ
を
入
手
す
る
方
法
を
考
え
て
い
た
の
だ
っ
た
が
、
当
時
は
医
療
の
た
め
と
い
え
ど
も
人
骨
を
所
有
す
る
こ
と

（
松
）

が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
木
骨
を
作
る
こ
と
を
計
画
し
た
。
寛
政
三
年
、
刑
屍
体
を
得
て
、
骨
骸
を
作
り
、
工
人
の
原
田
孝
次
に
復
刻
さ
せ

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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明
治
維
新
以
後

内
景
を
知
る
こ
と
は
治
術
を
習
得
す
る
上
で
至
重
の
こ
と
だ
と
す
る
考
え
は
幕
末
に
は
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
に
至
っ
た

が
、
解
剖
を
行
う
こ
と
は
惨
忍
な
行
為
で
あ
り
、
で
き
う
る
な
ら
ば
行
う
べ
き
で
な
い
と
い
う
考
え
方
が
依
然
と
し
て
根
強
く
残
っ
て
い
た
。

そ
の
た
め
に
解
剖
に
付
さ
れ
る
屍
体
は
刑
屍
体
に
限
ら
れ
、
し
か
も
、
刑
場
外
へ
の
持
ち
出
し
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
、
解
剖
は
一
日

で
終
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
い
き
お
い
粗
雑
に
な
り
、
内
臓
だ
け
を
視
て
、
筋
肉
系
や
脈
管
を
系
統
的
に
調
べ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ

（
調
）

で
、
蘭
学
者
た
ち
は
早
く
か
ら
病
屍
体
の
解
剖
を
望
み
、
刑
場
外
で
の
解
剖
を
許
可
す
る
よ
う
に
願
い
出
た
が
、
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
明
治
二
年
八
月
、
遊
女
み
き
女
が
病
死
の
と
き
に
自
ら
篤
志
解
剖
を
申
し
出
て
、
医
学
校
で
解
剖
す
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
日
本
で
は
じ
め
て
の
篤
志
解
剖
で
あ
り
、
ま
た
、
刑
場
外
で
、
し
か
も
医
学
校
で
の
解
剖
の
最
初
で
あ
っ
た
。

こ
の
前
例
に
よ
り
、
翌
年
一
○
月
か
ら
刑
屍
体
や
獄
死
し
て
引
取
人
の
な
い
屍
体
の
解
剖
が
大
学
東
校
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
解
剖
が
容
易
に
許
可
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
明
治
政
府
が
漢
方
に
代
っ
て
西
洋
医
学
を
採
用
し
、
そ
れ
に
は
解
剖
が
必
須

で
あ
る
こ
と
が
政
府
の
当
事
者
に
認
識
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
民
情
と
し
て
解
剖
が
惨
忍
だ
と
い
う
考
え
方
が
拭
い
去
ら
れ
な
い
た
め
、
全

身
の
系
統
解
剖
は
官
公
立
の
医
学
校
お
よ
び
病
院
に
限
っ
て
許
可
し
、
病
因
を
知
る
た
め
の
病
理
解
剖
は
医
学
の
進
歩
の
た
め
に
至
重
だ
か
ら

（
弧
）

と
し
て
、
遺
族
と
協
議
が
成
立
し
た
時
に
限
り
許
可
す
る
方
針
が
明
治
一
○
年
ご
ろ
に
確
立
し
た
。

一
方
、
解
剖
書
の
出
版
は
西
洋
医
学
の
採
用
が
決
定
し
、
各
地
に
医
学
校
が
で
き
た
こ
と
に
よ
り
、
た
く
さ
ん
の
翻
訳
書
が
で
た
が
、
明
治

一
○
年
か
ら
一
五
年
に
か
け
て
田
口
和
美
の
著
わ
し
た
『
解
体
攪
要
』
は
そ
れ
ま
で
の
翻
訳
書
と
違
い
、
欧
米
の
解
剖
書
を
参
考
に
は
し
て
い

る
が
、
立
派
な
原
著
で
あ
っ
た
。
田
口
が
明
治
三
年
に
東
校
の
教
師
と
な
り
、
ず
っ
と
解
剖
に
携
っ
て
き
た
そ
の
経
験
を
も
と
に
書
い
た
本
で

た
の
で
あ
っ
た
。
い
ま
に

倣
っ
て
、
木
骨
を
作
り
、

（
銘
）

に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

い
ま
と
な
っ
て
は
、
本
物
と
寸
分
た
が
わ
ぬ
そ
の
出
来
映
え
に
感
心
さ
せ
ら
れ
る
。
の
ち
に
、
大
阪
の
各
務
文
献
が
こ
れ
に

作
り
、
『
整
骨
新
書
』
を
文
化
七
年
（
一
八
一
○
）
に
著
わ
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
江
戸
時
代
に
す
で
に
骨
学
は
高
い
水
準
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あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
の
解
剖
学
が
よ
う
や
く
一
人
歩
き
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
象
徴
し
て
い
た
。

ま
た
、
明
治
一
三
年
に
東
京
大
学
医
学
部
を
卒
業
し
た
小
金
井
良
精
は
官
命
を
受
け
て
、
解
剖
学
研
究
に
ド
イ
ツ
に
留
学
し
、
主
と
し
て

言
冒
①
冒
乏
陣
巨
星
Ｅ
、
に
つ
い
て
学
び
帰
国
し
て
、
田
口
と
と
も
に
初
代
の
東
大
医
学
部
の
解
剖
学
教
授
と
な
っ
て
、
日
本
の
解
剖
学
の
学
問

的
発
展
に
大
き
く
寄
与
し
た
が
、
同
時
に
ア
イ
ヌ
人
の
研
究
で
、
日
本
の
人
類
学
の
基
礎
を
き
づ
い
た
の
で
あ
っ
た
。
小
金
井
の
ア
イ
ヌ
の
研

究
に
つ
づ
い
て
、
足
立
文
太
郎
が
軟
部
人
類
学
の
分
野
に
属
す
る
日
本
人
の
脈
管
系
の
す
ば
ら
し
い
業
績
を
残
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
日

本
の
解
剖
学
者
で
人
類
学
を
専
攻
す
る
者
が
輩
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

小
金
井
に
続
い
て
東
大
の
解
剖
学
教
授
と
な
っ
た
大
沢
岳
太
郎
は
日
本
の
比
較
解
剖
学
の
草
分
け
で
あ
る
。
彼
の
ハ
ン
ザ
キ
の
研
究
で
、
そ

の
後
、
そ
れ
が
多
く
の
日
本
人
の
研
究
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
比
較
解
剖
学
の
第
一
人
者
に
は
西
成
甫
の
名
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。

彼
の
脊
椎
動
物
の
固
有
背
筋
の
研
究
は
、
世
界
に
比
類
な
い
精
密
で
広
汎
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
。

今
日
の
日
本
に
お
け
る
神
経
学
の
研
究
は
医
学
界
に
お
い
て
癌
と
並
ん
で
膨
大
な
研
究
者
を
擁
し
て
い
る
が
、
神
経
解
剖
学
の
草
分
け
は
岡

（
媚
）
（
“
）

山
大
の
初
代
解
剖
学
教
授
上
阪
熊
勝
で
あ
っ
た
。
実
験
神
経
解
剖
学
の
分
野
を
独
学
で
切
り
開
い
た
上
阪
の
業
績
は
特
筆
す
べ
き
も
の
と
思
う
。

以
上
、
日
本
に
解
剖
図
が
入
っ
て
か
ら
日
本
で
ご
く
当
り
前
に
解
剖
が
医
学
に
必
要
だ
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
明
治
ま
で
を
概
観
し

た
が
、
西
洋
医
学
の
受
容
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
蘭
学
者
の
活
躍
は
多
く
の
先
人
が
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
論
じ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は

多
く
を
触
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
明
治
以
後
す
で
に
百
年
を
経
て
、
日
本
の
解
剖
学
は
世
界
の
水
準
に
達
し
、
電
子
顕
微
鏡
の
分
野
は
世
界
に

冠
た
る
地
位
に
あ
る
が
、
そ
の
変
遷
を
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
筆
者
の
怠
慢
に
よ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
機
会
を
改
め
て
、

こ
の
点
を
論
ず
る
責
務
を
感
じ
て
い
る
次
第
で
あ
る
。

文
献
お
よ
び
註

（
１
）
岩
生
成

六
八
。

一
オ
ラ
ン
ダ
史
料
か
ら
見
た
江
戸
時
代
初
期
西
洋
医
学
の
発
達
、
日
本
学
士
院
紀
要
、
第
二
六
巻
、
第
三
号
、
一
五
七
’
一
七
三
、
一
九
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（
即
）
小
川
鼎
三
前
掲
書
、
九
六
’
一
○
二
。

（
虹
）
森
優
「
臓
画
」
、
日
本
医
史
学
雑
誌
、
二
巻
二
号
、
六
Ｊ
１
七
、
一
九
六
五
。

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
、
）

（
、
）

（
哩
）

（
昭
）

（
皿
）

（
巧
）

（
妬
）

（
Ⅳ
）

（
鴫
）

（
蛆
）

（
５
）

〈
戸
Ｏ
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

永
積
洋
子
オ
ラ
ン
ダ
人
の
保
護
者
と
し
て
の
井
上
筑
後
守
政
重
、
日
本
歴
史
、
三
二
七
号
、
一
’
一
七
、
一
九
七
五
。

岩
生
成
一
前
掲
書
、
一
六
九
。

永
積
洋
子
前
掲
書
、
七
’
八
。

岩
生
成
一
前
掲
書
、
一
七
○
’
一
七
一
・

酒
井
シ
ヅ
和
蘭
全
躯
内
外
分
合
図
に
つ
い
て
、
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
、
二
七
一
号
、
一
’
三
、
一
九
七
三
．

酒
井
シ
ヅ
解
体
新
書
以
前
に
翻
訳
、
出
版
さ
れ
た
西
洋
解
剖
書
、
日
本
医
史
学
雑
誌
、
二
○
巻
、
三
号
、
一
九
九
’
二
○
○
、
一
九
七
四
。

沼
田
次
郎
前
掲
書
、
八
’
一
○
。

こ
れ
よ
り
先
、
萩
で
人
体
解
剖
が
行
わ
れ
た
と
蔵
志
の
滝
鶴
台
の
序
文
に
あ
る
。

小
川
鼎
三
前
掲
書
、
八
四
’
九
五
。

布
施
昌
一
蔵
志
と
解
体
新
書
の
差
を
焼
っ
て
、
日
本
医
事
新
報
、
二
四
七
九
’
八
一
号
、
一
九
七
一
・

河
口
信
任
の
解
剖
に
は
、
長
崎
か
ら
京
都
に
移
住
し
た
原
田
維
祓
が
信
任
と
共
に
執
刀
し
た
。
原
田
は
の
ち
に
平
次
郎
解
剖
の
時
に
執
刀
し
た
医
師

と
同
一
人
と
思
わ
れ
る
。

岩
生
成
一
前
掲
書
、
一
五
八
．

沼
田
次
郎
洋
学
伝
来
の
歴
史
、
至
文
堂
、
一
四
’
一
五
、
一
九
六
○
。

論
文
が
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
て
い
る
。

向
を
示
す
文
献
だ
け
を
挙
げ
る
）
。

奈
須
恒
徳
江
戸
の
人
、
字
は
士
常
、
柳
村
と
号
す
。
日
本
の
古
医
籍
を
渉
猟
攻
究
す
。
「
本
朝
医
談
」
の
著
者
。

石
原
明
梶
原
性
全
の
生
涯
と
そ
の
著
書
、
日
本
医
史
学
雑
誌
、
第
六
巻
、
第
二
号
、
九
’
二
○
・

渡
辺
幸
三
現
存
す
る
中
国
近
世
ま
で
の
五
臓
六
鵬
図
の
概
説
。
日
本
医
史
学
雑
誌
、
第
七
巻
、
一
’
三
合
併
号
、
八
八
’
一
八
二
、
一
九
五
六

（
本
論
文
は
中
国
の
解
剖
史
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
詳
細
な
記
述
を
ゑ
る
）
。

宮
下
三
郎
宋
元
の
医
療
、
宋
元
時
代
の
科
学
技
術
史
（
薮
内
清
編
）
一
四
九
、
一
九
六
七
。

小
川
州
三
明
治
前
日
本
解
剖
学
史
、
明
治
前
日
本
医
学
史
、
第
一
巻
、
七
二
’
七
四
、
一
九
五
五
（
日
本
解
剖
学
史
の
概
観
を
知
る
上
で
、
こ
の

論
文
が
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
て
い
る
。
巻
末
に
詳
細
に
文
献
が
挙
げ
て
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
、
特
別
の
場
合
を
除
い
て
は
こ
の
出
版
以
後
の
研
究
動
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文
政
二
年
、
南
小
柿
寧
一
が
著
わ
し
た
解
剖
図
「
解
剖
存
真
図
」
。
江
戸
時
代
の
解
剖
図
と
し
て
は
最
高
の
も
の
に
属
す
。

賀
川
秀
哲
の
解
剖
を
一
七
人
伊
東
丹
山
が
上
梓
し
た
『
南
陽
館
一
家
言
』
（
天
保
一
二
年
刊
）
に
秀
哲
が
子
宮
の
解
剖
に
あ
た
っ
て
、
西
洋
解
剖
書

が
事
実
と
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
、
子
宮
峡
部
を
発
見
し
て
い
る
。
こ
の
解
剖
書
は
女
性
生
殖
器
だ
け
を
扱
っ
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
の
解
剖
書
の

な
か
で
は
、
独
創
性
の
あ
る
点
で
は
唯
一
の
本
で
あ
る
。

伏
屋
素
狄
和
蘭
医
話
、
日
本
医
史
学
会
編
、
医
学
古
典
集
（
解
説
内
山
孝
一
）
、
四
五
’
四
六
、
一
九
七
三
。

渡
辺
幸
三
「
解
体
新
書
」
に
引
用
さ
れ
た
る
漢
訳
西
洋
医
書
、
日
本
医
史
学
雑
誌
、
七
巻
、
四
号
、
二
二
、
一
九
五
七
。

小
川
鼎
三
前
掲
害
、
一
八
二
’
一
八
七
。

小
川
鼎
三
前
掲
書
、
二
一
六
’
二
一
九
。

小
川
鼎
三
前
掲
書
、
一
八
○
’
一
八
二
。

小
川
鼎
三
前
掲
害
、
二
二
八
’
二
三
一
・

大
久
保
利
謙
明
治
二
年
医
学
校
（
東
大
医
学
部
前
身
）
に
於
け
る
解
剖
に
就
い
て
、
中
外
医
事
新
報
、
一
二
四
○
’
一
二
四
一
号
、
一
九
三
七
。

山
崎
佐
日
本
解
剖
制
度
史
、
中
外
医
事
新
報
、
一
三
二
二
号
、
三
九
七
’
四
○
四
、
一
九
四
三
。

中
山
沃
星
野
良
悦
の
解
屍
、
日
本
医
史
学
雑
誌
、
一
八
巻
、
三
号
、
一
六
’
一
七
、
一
九
七
二
。

小
川
鼎
三
前
掲
書
、
一
○
三
’
一
○
四
。

福
井
県
医
師
会
編
、
福
井
県
医
学
史
、
八
九
’
一
三
二
、
一
九
六
八
。

蘭
学
事
始
（
岩
波
文
庫
二
七
’
二
八
）
に
、
屠
者
に
九
○
歳
の
老
人
が
出
て
き
て
、
若
い
時
よ
り
脈
分
は
度
々
手
に
か
け
、
数
人
を
解
き
た
り
と

語
っ
た
と
あ
る
が
、
江
戸
で
の
解
剖
で
記
録
に
残
る
も
っ
と
も
古
い
例
は
明
治
九
年
三
月
四
日
の
杉
田
玄
白
ら
が
観
臓
し
た
時
で
あ
る
。

小
川
鼎
三
前
掲
書
、
一
○
五
’
一
二
・

川
島
恂
二
河
口
信
任
所
蔵
本
、
原
田
維
旗
著
蔵
府
図
示
、
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
、
一
八
七
号
、
一
九
六
六
。

日
本
医
史
学
会
編
、
医
学
古
典
集
Ⅲ
、
造
物
餘
諏
、
越
遡
弄
筆
（
解
説
小
川
鼎
三
）
、
一
九
五
八
。

解
体
新
書
の
凡
例
に
「
蘭
害
の
解
し
難
き
所
は
十
が
七
に
過
ぎ
ず
、
漢
説
の
采
る
べ
き
所
の
者
は
則
ち
十
が
一
に
過
ぎ
ざ
る
の
ゑ
」
と
あ
る
〕

山
本
四
郎
小
石
元
俊
、
人
物
叢
書
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
七
。

山
本
四
郎
前
掲
書
、
七
一
’
八
五
、
一
三
九
’
一
四
九
。

文
政
四
年
、
小
森
桃
搗
の
門
人
が
中
心
と
な
っ
て
、
京
都
の
西
刑
場
で
行
っ
た
解
剖
。
そ
の
記
録
は
池
田
冬
蔵
が
『
解
臓
図
賦
』
と
題
し
て
出
版
し

た
0
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鶴
…

（
蛤
）
緒
方
富
雄
・
小
川
鼎
三
現
代
の
医
学
研
究
、
一
○
六
’
二
九
、
日
本
の
医
学
（
太
田
正
雄
編
著
）
、
民
風
社
、
一
九
四
六
。

（
“
）
関
正
次
碩
学
上
阪
熊
勝
先
生
、
広
島
医
学
、
四
巻
、
五
九
二
’
五
九
七
、
一
九
五
一
・

識:

蕊
… '#

『頓医抄』に載る解剖図。「欧希範五臓図」と呼ばれる

もの。本文54頁参照
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|蔦’第
十
九
回
生
は
明
治
二
十
一
年
九
月
’
十
二
月
の
問
卒
業
試
験
を
受
け
、

年
末
に
卒
業
す
る
（
医
事
新
聞
二
七
八
、
二
八
八
号
）
。
図
１
は
こ
の
時
の

記
念
写
真
で
あ
る
（
三
宅
典
次
氏
提
供
）
。

さ
き
に
酒
井
・
鈴
木
は
「
東
京
大
学
医
学
部
別
課
生
卒
業
生
名
簿
」
（
日

本
医
史
学
雑
誌
二
三
巻
一
号
一
九
七
七
）
を
発
表
し
た
が
、
第
十
八
回
（
明

治
二
十
一
年
）
ま
で
で
終
っ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
は
第
十
九
回
、
二
十
回

（
１
）

卒
業
生
を
送
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
分
の
名
簿
を
追
加
す
る
（
官
報
一
六
四

（
２
）

七
、
一
七
九
一
号
）
。
明
治
十
八
年
四
月
「
別
課
医
学
生
の
新
募
を
停
止
」

（
『
東
京
帝
国
大
学
五
十
年
史
』
一
九
三
二
）
し
て
い
る
か
ら
明
治
十
七
、
十

八
年
頃
の
入
学
で
あ
ろ
う
か
。

第
十
九
回
（
明
治
二
十
一
年
十
二
月
二
十
日
卒
業
）

青
木
宇
橘
青
柳
正
辰
浅
谷
時
博

安
藤
浩
飯
田
廉
平
伊
藤
迅
一
郎

岩
橋
義
洋
植
杉
富
治
内
野
慶
太
郎

帝
国
大
学
医
科
大
学
別
課
医
学
科
第
十
九
回
、

二
十
回
卒
業
生
名
簿

阿
武
隈
三
之
助

伊
東
成
吉

遠
藤
鐵
太
郎

小
関
恒
雄

第
二
十
回
卒
業
試
験
は
明
治
二
十
二
年
一
月
よ
り
五
月
ま
で
行
わ
れ
全
員

及
第
、
六
月
に
卒
業
す
る
。
「
（
六
月
十
五
日
）
帝
国
大
学
棲
上
に
於
て
医
科

大
学
第
二
十
回
別
課
医
学
卒
業
証
書
授
与
式
を
挙
行
せ
ら
れ
当
日
は
大
学
総

長
渡
辺
洪
基
君
を
始
め
医
科
大
学
の
教
官
一
同
式
場
に
列
せ
ら
れ
先
つ
医
科

大
学
長
三
宅
秀
君
卒
業
生
各
自
に
卒
業
証
書
を
附
与
さ
れ
終
り
て
祝
辞
を
述

べ
ら
る
即
ち
今
回
の
卒
業
を
以
て
別
課
医
学
も
全
く
終
結
す
る
も
の
な
れ
ば

最
も
祝
す
べ
き
理
由
を
述
べ
ん
と
て
別
課
医
学
創
設
以
来
の
経
過
を
順
次
年

月
を
逐
て
詳
密
に
述
べ
ら
れ
又
全
国
医
学
校
の
廃
興
を
同
く
年
月
に
従
ひ
て

述
べ
ら
れ
其
他
欧
州
の
例
を
挙
け
ら
れ
た
る
か
同
君
の
言
に
拠
れ
は
別
課
医

学
は
明
治
八
年
の
創
設
に
て
爾
来
今
日
ま
て
十
有
四
年
間
に
入
学
者
総
数
千

七
百
余
名
に
し
て
卒
業
生
を
出
す
こ
と
千
百
余
名
、
他
の
六
百
余
名
は
病
気

マ
マ

其
他
の
事
故
に
て
半
途
退
学
の
者
な
り
依
て
之
を
比
分
数
に
す
れ
ば
二
、
六

％
に
概
当
す
此
数
た
る
之
れ
を
英
国
医
学
生
の
統
計
に
依
る
に
略
ぽ
同
様
の

大
川
一
郎

忍
田
時
二
郎

久
保
田
寅
助

佐
藤
松
枝

諏
訪
慶
禄

田
淵
周
造

林
高
佐

水
野
駒
之
助

米
沢
茂
吉
郎

（
３
）

大
河
原
健
蔵

河
合
利
正

倉
亨
吉

佐
山
玄
真（

５
）

瀬
尾
昌
索

鶴
田
記
三
郎

比
企
喜
代
助

三
村
石
之
助

渡
辺
於
莵

奥
村
愛
次
郎

（
４
）

菊
池
義
雄

小
島
尤
之
助

杉
山
武
三

武
田
薫

富
岡
實
二
郎

久
富
吉
廣

百
瀬
興
政

渡
辺
源
次
郎

小
倉
脩
平

貴
島
篤

佐
藤
懇
平

鈴
木
太
仲

谷
口
常
太
郎

野
村
晋

水
野
猪
三
郎

山
田
誠
介

（
四
十
七
名
）
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図1第19回別課医学科卒業生記念写真（1888年12月20日)(8)

結
果
を
見
る
然
れ
ば
此
半
途
退
学
者
の
数
は
普
通
の
準
則
と
云
も
不
可
な
き

が
如
し
」
．
卒
業
生
総
代
大
高
五
郎
の
答
辞
、
今
田
束
、
青
山
胤
通
の
祝
辞

が
あ
り
式
を
終
了
す
る
（
東
京
医
事
新
誌
五
八
○
’
五
八
二
、
五
八
六
号
、

医
事
新
聞
三
○
七
号
）
。
な
お
別
課
医
学
科
廃
止
当
時
の
事
情
は
、
大
沢
謙

二
『
燈
影
姦
語
』
一
九
二
八
な
ど
に
載
っ
て
い
る
。

第
二
十
回
（
明
治
二
十
二
年
六
月
十
五
日
卒
業
）

（
６
）

麓
野
純
一
麻
生
茂
樹
荒
木
典
次
郎

飯
塚
次
郎
泉
虎
雄
井
爪
栄
次
郎

井
田
直
人
乾
兵
馬
岩
倉
郁
太
郎

榎
本
規
矩
衛
大
高
五
郎
大
塚
穀
太
郎

岡
野
克
巳
岡
部
剛
雄
小
野
田
勇

加
藤
準
彌
木
村
豊
小
島
利
邑（７）

近
藤
金
次
郎
近
藤
元
亨
阪
部
秀
之
輔
・

佐
竹
鋪
太
郎
佐
藤
利
信
鈴
木
庄
助

高
木
秋
五
郎
高
桑
範
成
高
瀬
與
一
郎

津
田
真
兄
鳥
居
直
哉
中
島
繁
次
郎

永
野
壽
造
中
村
春
次
郎
名
倉
謙
蔵

濱
田
伊
織
原
田
吉
次
郎
藤
田
聯
治

前
田
圭
太
郎
牧
田
清
太
郎
松
坂
哲
造

松
本
文
次
郎
松
山
厳
之
助
間
宮
珪
雄

光
藤
政
造
宮
島
四
郎
森
下
幸
太
郎

山
口
乙
八
山
村
啓
吉
横
田
菊
三
郎

飯
島
隆

井
爪
良
平

江
藤
清
吉

大
峡
荒
治

勝
謹
爾

小
村
良
平

佐
久
間
延
次
郎

鈴
木
陽
太
郎

ｒ
Ｕ
ｎ
Ｉ
Ｊ
ヨ
ロ
ヒ

苣
昨
卸
”
Ｅ
Ｅ
〃
惨

長
島
寅
次
郎

野
呂
使
臣

堀
川
彌
太
郎

松
下
廣
太
郎

三
上
武
廣

山
岸
清
左
衛
門

渡
辺
熈

（
六
十
四
名
）
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末
筆
な
が
ら
、
酒
井
シ
ヅ
、
三
宅
典
次
両
氏
の
御
好
意
御
教
示
に
謝
意
を

表
す
る
。

、
ノ

ハ
１
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

、
ノ

ハ
民
Ｊ
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

言士
口-坐

配
列
順
序
は
酒
井
ら
（
一
九
七
七
）
に
な
ら
い
五
十
音
順
に
直
し

た
。な

お
、
官
報
に
は
第
十
四
回
あ
た
り
か
ら
の
卒
業
生
名
簿
が
載
っ
て

い
る
（
官
報
八
六
九
、
一
○
五
二
、
二
七
九
、
一
三
五
一
、
一
四

六
四
号
）
。

「
健
造
」
と
も
あ
る
（
図
１
添
付
説
明
文
）
。

「
菊
地
」
と
も
あ
る
（
医
事
新
聞
二
八
八
号
）
。

瀬
尾
は
明
治
二
十
一
年
の
暮
、
別
課
医
学
科
を
卒
業
し
た
と
あ
る

（
『
新
潟
県
人
物
百
年
史
』
続
頸
城
編
、
一
九
六
八
）
。

「
芳
樹
」
と
も
あ
る
（
医
事
新
聞
三
○
七
号
）
。

「
服
部
秀
之
助
」
と
も
あ
る
（
医
事
新
聞
三
○
七
号
）
。

「
説
明
文
」
に
「
卒
業
証
書
授
与
式
ノ
後
之
ヲ
写
ス
」
と
あ
る
。
前

列
左
か
ら
甲
野
業
、
伊
勢
錠
五
郎
、
榊
俶
、
浜
田
玄
達
、
三
浦
守

治
、
三
宅
秀
医
科
大
学
長
、
大
沢
謙
二
、
佐
々
木
政
吉
、
佐
藤
三

吉
、
高
橋
順
太
郎
、
青
山
胤
通
、
小
金
井
良
精
、
第
二
列
左
七
人
目

坪
井
次
郎
、
今
田
束
、
（
他
に
柳
琢
蔵
）
各
教
官
。

産科婦人科学のルーツを探る／好評予約受付中

古代醤術と分娩
Devils,DrugsandDoclors.(HW.Haggard原著）

巴陵盲祐訳著解説石原力(虎の''1病院産婦人科部長）
B5判変型・上製本・豪華輔入り・500頁一推せん者一

写真・図版150点／昭和57年2月刊行予定小川鼎三（日本医史学会班'1f長）

定価13,000円予約特価11,700円束條伸平（日本産科婦人科学会々長）森山豊（日本母性保護医協会々長）
（昭和57年2月末日まで）

若杉文吉（関東逓信病院ペインクリニック科部長）

直接販売ですので弊社宛、電話またはハガキ三浦豊彦（労働科学研究所前副所長）

にてご注文<だきい。鎌田久子（日本民俗学会理鍋）

吉岡信（東邦大学薬学部講師）〈順不同＞
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医
学
切
手

第
九
回
国
際
産
科
婦
人
科
連
合
大
会
古
川
明
医
学
の
あ
ゆ
ゑ
一

一
二
（
一
）
一
九
一
九
八
○

中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
医
学
（
Ⅲ
）
大
学
古
川
明
医
学
の
あ
ゆ
み

二
二
（
三
）
中
付
一
九
八
○

零
ヘ
チ
ュ
ー
ン
ｚ
○
吋
目
幽
口
閉
庁
冒
己
の
古
川
明
医
学
の
あ
ゆ
象
二

二
（
五
）
二
四
八
’
二
四
九
一
九
八
○

中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
医
学
（
Ⅳ
）
医
学
者
国
旨
①
鴨
ａ
〕
シ
号
９
日
い
〕
○
ロ
‐

ぃ
画
昌
匡
唖
古
川
明
医
学
の
あ
ゆ
ゑ
二
二
（
七
）
一
九
八
○

国
際
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
財
団
古
川
明
医
学
の
あ
ゆ
承
二
二
（
九
）

五
一
七
’
五
一
八
一
九
八
○

華
佗
、
孫
思
迩
（
古
代
・
中
世
の
中
国
医
学
よ
り
）
古
川
明
医
学

の
あ
ゆ
ゑ
二
二
（
二
）
中
付
一
九
八
○

聖
ル
カ
陣
．
伊
匡
席
（
一
）
古
川
明
医
学
の
あ
ゆ
ゑ
二
三

（
一
）
一
四
、
（
五
）
二
九
二
一
九
八
○

野
３
８
冒
吻
古
川
明
医
学
の
あ
ゆ
ゑ
二
三
（
三
）
中
付
一

九
八
○

フ
ラ
カ
ス
ト
ロ
印
画
３
“
８
『
。
古
川
明
医
学
の
あ
ゆ
み
二
三

（
七
）
中
付
一
九
八
○

鑑
真
古
川
明
医
学
の
あ
ゆ
采
二
三
（
一
○
）
八
一
三
’
八
二

三
一
九
八
○

医
史
学
関
係
文
献
目
録
（
項
目
五
十
音
順
）

ラ
ブ
レ
宛
号
の
宮
唖
古
川
明
医
学
の
あ
ゆ
ゑ
二
三
（
一
二
）
中

付
一
九
八
○

た
ぱ
こ
（
こ
た
ば
こ
と
健
康
古
川
明
医
学
の
あ
ゆ
ゑ
二
四

（
一
）
一
四
一
九
八
○

た
ぱ
こ
（
二
）
タ
バ
コ
の
科
学
古
川
明
医
学
の
あ
ゆ
象
二
四

（
五
、
六
）
二
九
五
一
九
八
○

ヴ
ェ
サ
リ
ゥ
ス
ぐ
の
閏
言
い
（
二
）
フ
ァ
ブ
リ
カ
、
と
く
に
扉
絵
と
肖
像
画

古
川
明
医
学
の
あ
ゆ
ゑ
二
四
（
七
）
中
付
一
九
八
○

た
ぱ
こ
（
三
）
た
ば
こ
の
歴
史
古
川
明
医
学
の
あ
ゆ
ぷ
二
四

（
一
○
）
一
九
八
○

ヒ
ギ
エ
イ
ア
国
滴
慰
騨
と
蛇
古
川
明
医
学
の
あ
ゆ
ぷ
二
五

（
一
）
一
三
一
九
八
○

乏
旨
脚
日
国
胃
ぐ
ｑ
古
川
明
医
学
の
あ
ゆ
ゑ
二
五
（
三
）
中

付
一
九
八
○

イ
ン
ド
伝
承
医
学
ア
ー
ュ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
ン
芦
弓
ぐ
①
§
古
川
明
医
学

の
あ
ゆ
象
二
五
（
五
）
二
五
四
’
二
五
五
一
九
八
○

ヘ
ル
モ
ン
ト
く
い
回
国
①
言
。
胃
古
川
明
医
学
の
あ
ゆ
承
二
五

（
七
）
中
付
一
九
八
○

第
三
回
医
療
情
報
科
学
国
際
会
議
古
川
明
医
学
の
あ
ゆ
み
二

五
（
一
○
）
八
二
’
八
一
二
一
九
八
○

医
学
教
育

ア
マ
ー
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
大
学
、
研
究
所
訪
問
記
伊
藤
和
洋
薬
史
学
雑
誌

一
五
（
一
）
三
九
’
四
二
一
九
八
○

藩
政
期
末
加
賀
藩
留
学
生
異
聞
（
そ
の
五
）
加
藤
豊
明
十
全
同
窓
会
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会
報
（
一
六
）
一
九
八
○

佐
渡
医
学
所
位
置
図
蒲
原
宏
新
潟
県
医
師
会
報
（
三
六
七
）
一
九

八
○

日
本
史
に
お
け
る
価
値
観
の
変
化
に
伴
っ
た
各
種
学
校
、
課
程
制
大
学
、
学

科
制
大
学
、
講
座
制
大
学
の
動
き
（
医
療
関
係
を
中
心
と
し
て
）
柴

田
幸
雄
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
三
）
三
一
○
’
三
一
二
一
九
八

○
ド
イ
シ
医
学
採
用
前
の
別
な
事
情
（
一
）
ｌ
主
に
太
政
官
公
文
書
よ
り
の
引

例
原
口
忠
男
日
本
医
史
学
雑
誌
一
一
六
（
一
）
一
七
’
三
二
一

九
八
○

医
学
教
育
の
反
省
守
屋
正
日
本
医
事
新
報
（
二
九
一
五
）
五
九
’
六

一
一
九
八
○

医
家
人
名
録

江
戸
今
世
医
家
人
名
録
初
編
の
異
本
に
つ
い
て
中
野
操
日
本
医
史
学

雑
誌
二
六
（
三
）
三
○
三
’
三
○
五
一
九
八
○

医
学
用
語

医
学
用
語
の
起
り

ガ
イ
病
院
を
訪
ね
て
小
川
鼎
三
９
８
ｓ
（
五
六
）
一
九
八
○

オ
ク
リ
カ
ン
ク
リ
の
話
小
川
鼎
三
９
８
ｓ
（
五
七
）
一
九
八
○

再
び
「
力
’
一
の
目
玉
」
に
つ
い
て
小
川
鼎
三
９
８
国
（
五
八
）
一

九
八
○

下
垂
体
と
松
果
体
小
川
鼎
三
９
８
日
（
五
九
）
一
九
八
○

癌
と
い
う
字
の
ル
ー
ツ
中
野
操
大
塚
薬
報
（
三
三
三
）
七
三
’

七
六
一
九
八
○

比
較
語
学
的
方
法
に
よ
る
身
体
意
識
史
検
討
の
試
朶
（
五
）
成
長
・
増
殖

三
輪
卓
爾
日
本
医
史
学
雑
誌
一
一
六
（
三
）
三
四
五
’
三
四
七
一

九
八
○

気
に
な
る
二
、
三
の
医
学
用
語
若
杉
文
吉
日
本
医
事
新
報
（
二

九
三
七
）
七
一
一
九
八
○

筋
肉
の
語
源
日
本
医
事
新
報
（
二
九
三
○
）
一
三
五
一
九
八
○

医
史
学
一
般

日
本
の
医
療
史
（
四
三
）
酒
井
シ
ヅ
薬
事
新
報
（
一
○
六
七
）
四
四
九

’
四
五
四
一
九
八
○

日
本
の
医
療
文
化
史

屠
畢
鮮
（
と
そ
）
宗
田
一
Ｚ
①
匡
①
旨
き
時
日
画
（
四
五
）
二
七
ｌ
三
三

一
九
八
○

『
喫
茶
養
生
記
』
栄
西
宗
田
一
ｚ
①
目
①
冒
胃
目
画
（
四
六
）
二
七
１
く

三
三
一
九
八
○

叡
尊
と
忍
性
の
救
療
事
業
宗
田
一
ｚ
２
の
冒
胃
日
鱒
（
四
七
）

二
八
’
三
三
一
九
八
○

腰
と
施
浴
宗
田
一
ｚ
２
句
目
守
門
日
脚
（
四
八
）
二
八
’
三
三

一
九
八
○

開
業
の
出
現
病
草
紙
宗
田
一
Ｚ
の
民
の
旨
さ
司
冒
四
（
四
九
）
二

七
’
三
三
一
九
八
○

中
世
の
芸
能
と
医
療
宗
田
一
ｚ
①
巨
①
冒
胃
冒
画
（
五
○
）
二
八

’
三
三
一
九
八
○

外
科
の
独
立
と
産
科
宗
田
一
ｚ
２
ｏ
冒
ざ
制
９
秒
（
五
こ
二
七

’
三
三
一
九
八
○

／ワマ､
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か
ら
も
の

眼
科
唐
物
好
翠
と
唐
人
医
宗
田
一
２
２
の
冒
苛
日
騨
（
五
二
）

二
七
’
三
三
一
九
八
○

医
界
の
天
下
者
・
曲
直
瀬
一
渓
道
三
宗
田
一
ｚ
２
。
冒
胃
日
Ｐ

（
五
三
）
二
八
’
三
三
一
九
八
○

キ
リ
シ
タ
ン
の
世
紀
宗
田
一
ｚ
２
①
旨
さ
『
日
脚
（
五
四
）
二
八

’
三
三
一
九
八
○

南
蛮
流
外
科
宗
田
一
ｚ
２
①
目
守
制
日
騨
（
五
五
）
二
七
’
三
三

一
九
八
○

紅
毛
流
外
科
宗
田
一
ｚ
２
③
旨
さ
旬
日
四
（
五
六
）
二
七
１
く
三
三

一
九
八
○

人
間
医
学
史
序
説
三
木
栄
医
学
史
研
究
五
四
四
七
一
’
四

七
五
一
九
八
○

平
安
時
代
の
医
学
。
医
療
日
本
医
事
新
報
（
二
九
一
八
）
一
三
○

一
九
八
○

医
療
機
器

ｏ
弓
ス
キ
ャ
ン
開
発
と
ノ
ー
ベ
ル
医
学
、
生
理
学
賞
松
井
孝
嘉
脳
神

経
外
科
八
（
四
）
三
三
九
’
三
四
二
一
九
八
○

医
療
制
度
史

小
さ
な
「
共
済
」
そ
の
歩
承
と
展
望
五
木
田
和
次
郎
医
学
史
研
究

五
三
四
七
三
’
四
七
九
四
六
五
一
九
八
○

日
本
・
諸
外
国
児
童
福
祉
の
歴
史
大
阪
府
医
看
護
学
校
専
門
Ⅱ
科
第
一

○
期
生
大
阪
医
師
会
報
（
一
六
九
）
四
一
’
四
六
一
九
八
○

わ
が
国
に
お
け
る
母
子
福
祉
政
策
の
あ
ゆ
象
ｌ
母
子
（
父
子
）
福
祉
に
関
す

る
文
献
学
的
研
究
か
ら
Ｉ
川
西
康
裕
日
総
合
愛
育
研
紀
（
一
五
）
一

三
七
’
一
五
二
一
九
八
○

福
井
県
、
農
協
厚
生
連
の
発
足
竹
内
駿
男
医
学
史
研
究
五
三
四

八
○
’
四
八
四
一
九
八
○

日
本
医
療
史
’
第
三
編
皆
保
険
の
基
礎
・
国
民
健
康
保
険
法
生
ま
る
１

日
戸
修
一
日
本
医
事
新
報
（
二
九
二
）
七
二
’
七
四
、
（
二
九
一
二
）

六
八
’
七
○
、
（
二
九
一
三
）
六
九
’
七
一
、
（
二
九
二
○
）
七
○
’
七
三

（
二
九
一
二
）
六
六
’
六
八
、
（
二
九
二
二
）
七
一
’
七
四
、
（
二
九
二
三
）

六
八
’
七
○
、
（
二
九
三
二
）
六
六
’
六
八
、
（
二
九
三
三
）
六
八
’
七
○

（
二
九
三
四
）
六
六
’
六
八
、
（
二
九
四
五
）
七
○
’
七
三
、
（
二
九
四
六
）

六
六
’
六
八
、
（
二
九
四
七
）
六
八
’
七
○
、
（
二
九
五
六
）
六
七
’
六
八

（
二
九
五
七
）
五
六
’
五
八
一
九
八
○

衛
生
・
公
衆
衛
生

戦
時
体
制
下
（
一
九
三
七
’
一
九
四
五
）
の
公
衆
衛
生
（
第
七
報
）
学
校
保

健
と
体
力
清
水
勝
嘉
防
衛
医
大
誌
五
（
一
）
五
六
’
六
五
一

九
八
○

古
代
イ
ン
ド
の
公
衆
衛
生
杉
田
暉
道
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
三
）

三
一
六
１
ｌ
三
一
八
一
九
八
○

弔
巨
匡
旨
国
①
巴
呂
ｇ
関
口
ｇ
①
昌
冒
島
騨
尿
匙
○
ｍ
目
四
国
国
○
百
富
日
脚

旨
＆
・
冒
岸
三
一
（
四
’
六
）
八
一
，
く
八
六
一
九
八
○

労
働
衛
生
学
史
序
説

ｌ
郵
便
事
務
能
率
の
研
究
、
海
女
の
調
査
研
究
、
産
業
医
協
議
会
（
協
会
）

の
創
立
、
そ
し
て
労
研
饅
頭
の
こ
と
Ｉ
三
浦
豊
彦
労
働
科
学

五
六
（
一
）
一
三
’
三
○
一
九
八
○

Ｉ
保
護
具
の
開
発
、
保
護
職
工
の
深
夜
業
・
抗
内
労
働
の
禁
止
、
監
獄
部
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屋
の
労
働
、
新
興
医
師
連
盟
三
浦
豊
彦
労
働
科
学
五
六
（
五
）

二
七
五
’
二
九
六
一
九
八
○

日
本
の
食
品
衛
生
史
ｌ
特
に
食
品
衛
生
法
以
前
の
食
品
添
加
物
に
つ
い
て

山
本
俊
一
食
品
衛
生
学
雑
誌
一
二
（
五
）
三
二
七
’
三
三
四
一

九
八
○

国
２
国
国
８
巨
口
目
昌
冨
①
臼
。
旨
①
四
目
、
国
鳥
胃
の
冒
憲
冒
目
竪
匡
己
‐

旨
嵐
曙
四
目
色
目
○
８
犀
冨
ぐ
ぢ
目
日
の
目
暦
（
七
）
七
五
’
九
三
一
九

八
○

解
剖
学
史

ピ
シ
ャ
「
一
般
解
剖
学
」
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
川
喜
田
愛
郎
科
学

医
学
資
料
研
究
（
八
○
）
七
１
二
一
九
八
○

い
わ
ゆ
る
「
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ァ
」
と
解
体
新
書
の
比
較
（
そ
の
一
）

酒
井
恒
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
三
）
二
六
九
’
二
七
一
一
九

八
○

平
次
郎
解
剖
に
つ
い
て
、
そ
の
場
所
と
住
民
感
情
杉
立
義
一
日
本
医
史

学
雑
誌
二
六
（
三
）
三
二
四
’
三
二
六
一
九
八
○

看
護
史

大
正
期
の
看
護
婦
像
ｌ
婦
人
雑
誌
に
現
わ
れ
た
看
護
婦
遠
藤
恵
美
子

医
学
史
研
究
五
四
四
九
二
’
四
九
九
一
九
八
○

マ
ス
コ
ミ
に
現
わ
れ
た
看
護
婦
像
ｌ
大
正
時
代
の
新
聞
か
ら
渡
部
喜
美

子
医
学
史
研
究
五
三
四
六
六
’
四
七
二
一
九
八
○

外
科
史

臓
器
移
植
二
○
年
の
歩
承
稲
生
綱
政
感
染
・
炎
症
・
免
疫
一
○

（
三
）
一
七
六
’
一
八
三
一
九
八
○

ア
ン
ブ
ロ
ァ
ズ
。
パ
レ
の
世
界
’
四
○
○
年
前
の
外
科
医
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
・
く

し
の
前
半
生
大
村
敏
郎
臨
床
外
科
三
五
（
一
）
七
○
’
七
三
、

（
二
）
二
○
九
’
二
一
二
、
（
三
）
三
九
四
，
く
三
九
七
、
（
四
）
五
二
二
’

五
二
五
、
（
六
）
八
七
三
１
く
八
七
七
一
九
八
○

ピ
ア
ス
術
式
の
歴
史
倉
田
喜
一
郎
日
本
医
事
新
報
（
二
九
四
六
）
一

八
○
一
九
八
○

一
七
世
紀
の
外
科
手
術
酒
井
シ
ヅ
手
術
三
四
（
一
○
）
二
○
八

一
九
八
○

胃
癌
研
究
会
の
歴
史
陣
内
伝
之
助
手
術
三
四
（
二
）
一
三
一
九

’
一
三
二
九
、
（
一
二
）
一
四
九
七
’
一
五
○
二
一
九
八
○

世
界
最
初
の
開
腹
手
術
の
こ
と
杉
谷
章
日
本
外
科
学
会
誌
四
九

（
一
）
一
’
二
一
九
八
○

カ
ス
パ
ル
の
江
戸
で
の
伝
習
動
向
に
つ
い
て
ｌ
『
阿
藺
陀
外
科
医
方
秘
伝
』
の

紹
介
Ｉ
宗
田
一
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
三
）
三
五
三
’
三

五
四
一
九
八
○

わ
が
国
に
お
け
る
草
創
期
の
胆
の
う
外
科
に
つ
い
て
松
木
明
知
日
本
医

史
学
雑
誌
一
一
六
（
三
）
二
七
七
一
九
八
○

産
婦
人
科

正
常
胎
位
の
発
見
者
蔵
方
宏
昌
日
本
医
事
新
報
（
二
九
五
四
）
一

四
二
一
九
八
○

江
戸
時
代
の
腹
帯
論
争
蔵
方
宏
昌
新
医
療
七
（
六
）
一
三
六
’
一

三
七
一
九
八
○

賀
川
流
産
術
免
許
状
に
つ
い
て
杉
立
義
一
医
謹
（
復
刊
五
二
）
一

二
’
二
二
一
九
八
○
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本
邦
に
お
け
る
明
治
期
の
帝
王
切
開
に
つ
い
て
松
木
明
知
日
本
医
史

学
雑
誌
二
六
（
三
）
二
七
七
’
二
七
八
一
九
八
○

歯
学
史

第
四
回
内
国
勧
業
博
覧
会
の
歯
科
出
品
物
第
一
報
歯
科
器
材
に
つ
い
て

大
橋
正
敬
・
仁
平
真
佐
秀
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
三
）
二
八
五
’

二
八
六
一
九
八
○

束
京
府
工
芸
品
共
進
会
の
歯
科
出
品
物
と
そ
の
品
評
報
告
第
一
報
歯
科

器
材
に
つ
い
て
大
橋
正
敬
・
仁
平
真
佐
秀
・
竹
井
満
久
・
片
山
幸
太

郎
・
小
田
邦
雄
・
芝
原
健
夫
・
菅
原
明
善
日
本
歯
科
医
史
学
会
会
誌

八
（
一
）
三
○
’
三
七
一
九
八
○

東
京
府
工
芸
品
共
進
会
の
歯
科
出
品
物
と
そ
の
品
評
報
告
第
二
報
歯
磨

・
歯
ブ
ラ
シ
お
よ
び
楊
枝
に
つ
い
て
大
橋
正
敬
・
仁
平
真
佐
秀
・
竹
井

満
久
・
片
山
幸
太
郎
・
小
田
邦
雄
・
芝
原
健
夫
・
菅
原
明
善
日
本
歯
科

医
史
学
会
会
誌
八
（
一
）
四
五
’
四
八
一
九
八
○

明
治
時
代
発
刊
の
医
学
書
に
見
ら
れ
る
歯
科
に
か
か
わ
る
医
学
用
語
に
つ
い

て
岡
田
治
夫
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
三
）
三
四
九
’
三
五
一

一
九
八
○

口
腔
衛
生
学
・
社
会
歯
科
学
・
歯
科
医
学
史
榊
原
悠
紀
田
郎
日
本
歯

科
医
学
会
会
報
六
（
三
）
一
三
’
一
六
一
九
八
○

木
製
ハ
ン
ド
ル
の
抜
歯
用
エ
レ
零
ヘ
ー
タ
が
使
用
さ
れ
た
時
期
下
総
高
次

日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
三
）
二
七
一
’
二
七
三
一
九
八
○

中
国
口
腔
医
学
発
展
簡
史
周
大
成
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
三
）

二
六
○
’
二
六
二
一
九
八
○

中
国
口
腔
医
学
発
展
簡
史
周
大
成
日
本
歯
科
医
史
学
会
会
誌
八

（
こ
五
一
’
五
二
一
九
八
○

長
谷
川
如
是
閑
作
喜
劇
「
根
管
充
填
」
に
つ
い
て
ｌ
大
正
末
期
の
世
相
を
は

ん
え
い
し
て
ｌ
新
藤
恵
久
日
本
歯
科
医
史
学
会
会
誌
八
（
一
）
四
九

’
五
○
一
九
八
○

木
床
義
歯
の
製
作
法
に
つ
い
て
新
藤
恵
久
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六

（
三
）
三
六
九
一
九
八
○

日
本
歯
科
医
学
発
展
の
回
顧
鈴
木
勝
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六

（
三
）
二
六
五
’
二
六
八
一
九
八
○

明
治
初
期
に
於
け
る
入
歯
細
工
師
の
引
札
竹
内
孝
一
日
本
医
史
学
雑

誌
二
六
（
三
）
三
三
八
’
三
四
○
一
九
八
○

「
松
阪
の
入
目
・
入
歯
師
」
と
「
明
治
期
医
学
生
の
写
本
に
つ
い
て
」

拓
植
三
郎
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
三
）
三
三
五
一
九
八
○

中
国
で
口
歯
の
医
療
に
用
い
ら
れ
た
塩
に
つ
い
て
戸
出
一
郎
日
本
医
史

学
雑
誌
二
六
（
三
）
三
七
二
’
三
七
三
一
九
八
○

房
楊
枝
に
つ
い
て
中
原
泉
・
本
間
邦
則
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
三
）

三
一
二
一
九
八
○

冒
昌
乏
筥
咬
合
器
の
史
的
考
察
永
田
和
弘
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六

（
三
）
三
五
五
’
三
五
六
一
九
八
○

下
顎
前
突
症
に
対
す
る
形
成
外
手
術
の
変
遷
成
田
令
博
日
本
歯
科
医

史
学
会
会
誌
八
（
一
）
一
’
六
一
九
八
○

佐
藤
運
雄
著
『
歯
科
診
断
学
』
の
推
移
に
つ
い
て
新
国
俊
彦
・
工
藤
逸

郎
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
三
）
三
六
九
’
三
七
一
一
九
八
○

『
臨
床
歯
科
』
の
歴
史
に
つ
い
て
長
谷
川
俊
夫
日
本
医
史
学
雑
誌

二
六
（
三
）
三
六
二
’
三
六
四
一
九
八
○
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歯
固
の
変
遷
に
つ
い
て
（
第
一
報
）
長
谷
川
正
康
日
本
医
史
学
雑
誌

二
六
（
三
）
三
六
四
’
三
六
五
一
九
八
○

伊
沢
信
平
閲
『
小
児
歯
牙
衛
生
論
』
に
つ
い
て
本
間
邦
則
・
佐
藤
泰
彦

日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
三
）
三
六
五
’
三
六
六
一
九
八
○

曲
亭
馬
琴
の
義
歯
に
つ
い
て
第
三
報
予
後
本
山
佐
太
郎
日
本
医

史
学
雑
誌
二
六
（
三
）
三
三
○
’
三
三
二
一
九
八
○

〆
巳
ｌ
ｏ
ｇ
の
壷
と
ス
キ
タ
イ
人
の
歯
科
医
療
を
め
ぐ
る
論
争
森
山
徳

長
歯
科
学
報
八
○
（
四
）
五
九
七
’
六
○
二
一
九
八
○

一
九
世
紀
前
・
中
葉
に
お
け
る
リ
ゾ
ド
ン
ト
リ
ピ
ー
の
書
誌
学
的
研
究

森
山
徳
長
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
三
）
三
七
四
一
九
八
○

古
代
ロ
ー
マ
帝
国
の
歯
科
医
学
（
そ
の
’
シ
匡
冒
、
Ｃ
Ｏ
目
の
旨
の
○
．
冒
吻
と
そ

の
己
①
目
③
ｇ
ｏ
冒
煙
に
つ
い
て
Ｉ
森
山
徳
長
日
本
歯
科
医
史
学
会

会
誌
八
（
一
）
七
’
一
四
一
九
八
○

大
関
和
と
実
地
看
護
法
谷
津
三
雄
・
今
田
謙
二
・
村
木
春
長
・
武
藤
優

子
日
本
歯
科
医
史
学
会
会
誌
八
（
一
）
一
五
’
二
二
一
九
八
○

日
本
歯
科
医
史
学
会
の
学
術
展
望
谷
津
三
雄
日
本
歯
科
医
学
会
会
報

六
（
七
）
八
’
一
二
一
九
八
○

疾
病
史

医
学
史
展
望
（
四
）
近
代
医
学
の
疾
病
観
海
輪
博
太
郎
医
界
新
聞

（
一
四
○
三
）
三
一
九
八
○

糖
尿
病
の
歴
史
に
関
す
る
文
献
大
滝
紀
雄
日
本
医
事
新
報
（
二
九

三
○
）
一
三
五
一
九
八
○

戦
前
の
精
神
科
病
院
に
お
け
る
脚
気
の
発
生
状
況
ｌ
巣
鴨
病
院
ｌ
松
沢
病
院

の
統
計
を
中
心
に
Ｉ
岡
田
靖
雄
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
三
）

三
四
三
’
三
四
四
一
九
八
○

階
唐
時
代
の
歴
史
書
に
翠
ら
れ
る
疾
病
山
本
徳
子
日
本
医
史
学
雑
誌

二
六
（
三
）
三
二
六
’
三
二
八
一
九
八
○

獣
医
学
史

獣
医
史
学
に
関
す
る
通
史
の
紹
介
（
補
遺
）
勝
山
脩
日
本
獣
医
史

学
雑
誌
（
一
三
・
一
四
）
三
七
’
三
九
一
九
八
○

明
治
初
年
当
時
の
牛
疫
診
断
に
関
す
る
史
的
研
究
（
補
遺
）
岸
浩

日
本
獣
医
史
学
雑
誌
（
一
三
・
一
四
）
二
七
’
三
○
一
九
八
○

家
畜
外
科
学
の
歴
史
（
古
代
か
ら
近
世
）
黒
川
和
雄
日
本
獣
医
史
学

雑
誌
（
一
三
・
一
四
）
四
二
’
四
四
一
九
八
○

馬
医
方
に
お
け
る
『
五
輪
砕
』
の
獣
医
史
学
的
研
究
島
田
謙
造
日
本

獣
医
史
学
雑
誌
（
一
三
・
一
四
）
一
四
’
二
六
一
九
八
○

馬
の
①
局
３
の
①
の
和
訳
に
つ
い
て
添
川
正
夫
日
本
獣
医
史
学
雑
誌

（
一
三
・
一
四
）
三
四
’
三
七
一
九
八
○

下
総
御
料
牧
場
が
で
き
る
ま
で
谷
垣
康
弘
日
本
獣
医
史
学
雑
誌
（
一

三
・
一
四
）
四
五
’
四
九
一
九
八
○

ル
ィ
ー
ニ
著
『
馬
の
解
剖
学
と
病
気
』
の
調
査
松
尾
信
一
日
本
獣
医

史
学
雑
誌
（
一
三
・
一
四
）
四
○
’
四
二
一
九
八
○

馬
医
巻
物
（
文
禄
四
年
）
に
つ
い
て
村
井
秀
夫
・
松
尾
信
一
・
白
井
恒

三
郎
日
本
獣
医
史
学
雑
誌
（
一
三
・
一
四
）
一
’
一
四
一
九
八
○

明
治
初
年
、
陸
軍
で
招
聰
し
た
二
人
の
外
人
教
師
に
つ
い
て
ｌ
ア
ン
ゴ
ー

と
デ
シ
ャ
ル
ム
ー
山
根
定
吉
日
本
獣
医
史
学
雑
誌
（
一
三
・
一

四
）
三
○
’
三
四
一
九
八
○
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書
誌
学

異
版
「
大
野
文
庫
蔵
版
・
海
上
砲
術
全
書
」
に
つ
い
て
岩
治
勇
一
福

井
県
医
師
会
だ
よ
り
（
二
一
○
）
一
二
一
九
八
○

長
岡
藩
医
柳
澤
績
斎
「
病
間
雑
記
」
蒲
原
宏
新
潟
県
医
師
会
報

（
三
六
九
）
一
九
八
○

ツ
ュ
ン
尋
へ
リ
ー
の
「
日
本
動
物
誌
」
木
村
陽
二
郎
科
学
医
学
資
料
研

究
（
七
九
）
二
’
一
三
一
九
八
○

本
邦
最
古
の
医
書
「
医
心
方
」
編
纂
の
沿
革
酒
巻
英
之
助
逓
信
医

三
二
（
五
）
三
二
六
一
九
八
○

浅
田
宗
伯
『
皇
国
名
医
伝
』
を
読
む
布
施
昌
一
日
本
医
事
新
報
（
二

九
一
二
）
五
九
’
六
二
、
（
二
九
二
二
）
六
四
’
六
六
一
九
八
○

荒
利
美
短
歌
私
稿
『
松
籟
』
を
読
む
山
形
敞
一
日
本
医
事
新
報
（
二
九

四
九
）
六
一
一
九
八
○

小
児
科
史

『
幼
幼
精
義
』
に
つ
い
て
深
瀬
泰
旦
川
崎
市
医
師
会
報
（
一
三
四
）

五
二
’
五
三
一
九
八
○

鹿
児
島
の
小
児
科
医
史
森
重
孝
鹿
児
島
市
医
報
一
九
（
六
）
二

一
’
二
三
、
（
一
○
）
四
二
’
四
五
一
九
八
○

整
形
外
科

整
形
外
科
の
歴
史
加
藤
正
訳
整
形
外
科
三
一
（
一
）
九
九
’
一
○

二
（
二
）
二
一
三
’
一
二
四
、
（
三
）
三
二
三
’
三
二
七
、
（
四
）
四
三
一

’
四
三
四
、
（
五
）
五
四
四
’
五
四
七
、
（
六
）
六
五
三
’
六
五
八
、
（
七
）

八
三
七
’
八
四
一
、
（
八
）
九
四
三
’
九
四
六
、
（
九
）
一
○
五
二
’
一
○

五
四
、
（
一
○
）
二
七
一
’
二
七
四
、
（
二
）
一
二
七
九
’
一
二
八

二
、
（
一
三
）
一
八
四
三
’
一
八
四
七
一
九
八
○

目
で
み
る
整
形
外
科
の
歴
史

肩
関
節
脱
臼
の
整
復
術
酒
井
シ
ヅ
整
形
・
災
害
外
科
二
三
（
一
）

四
四
一
九
八
○

伸
展
器
酒
井
シ
ヅ
整
形
・
災
害
外
科
二
三
（
二
）
二
○
一
一

九
八
○

骨
折
し
た
腕
を
正
常
位
に
復
位
す
る
牽
引
器
酒
井
シ
ヅ
整
形
・
災

害
外
科
二
三
（
二
）
一
二
八
一
九
八
○

國
融
の
外
科
書
か
ら
酒
井
シ
ヅ
整
形
・
災
害
外
科
一
一
三
（
三
）

二
四
八
、
二
七
四
、
（
四
）
三
六
○
、
三
八
○
、
三
九
八
、
（
五
）
四
七

一
、
五
○
七
、
五
九
八
一
九
八
○

〃
ハ
イ
ス
テ
ル
の
十
字
架
″
（
コ
ル
セ
ッ
ト
）
酒
井
シ
ヅ
整
形
・

災
害
外
科
一
一
三
（
六
）
六
四
五
一
九
八
○

国
脚
の
日
巨
、
巳
員
君
旨
の
考
案
し
た
牽
引
器
酒
井
シ
ヅ
整
形
・
災
害

外
科
二
三
（
六
）
六
五
○
－
九
八
○

く
る
病
の
治
療
器
械
酒
井
シ
ヅ
整
形
・
災
害
外
科
二
三
（
七
）

八
○
四

印
画
ご
易
程
い
い
。
己
の
著
書
『
く
る
病
』
酒
井
シ
ヅ
整
形
・
災
害
外

科
二
三
（
七
）
八
二
一
九
八
○

脊
椎
変
形
症
の
治
療
器
ぽ
ぐ
画
ｏ
胃
向
の
コ
ル
セ
ッ
ト
（
一
七
六
八
）

酒
井
シ
ヅ
整
形
・
災
害
外
科
二
三
（
八
）
八
五
四
一
九
八
○

口
①
５
の
ｇ
の
牽
引
器
（
二
）
酒
井
シ
ヅ
整
形
・
災
害
外
科
二
三

（
一
三
）
一
六
六
九
一
九
八
○

先
天
性
内
反
足
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
島
津
晃
整
形
外
科
三
一
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（
八
）
八
八
八
一
九
八
○

整
骨
法
石
陽
ｌ
山
口
県
阿
東
町
徳
佐
大
草
見
龍
の
古
文
書
を
訪
ね
て
手

島
宰
三
北
九
州
市
医
報
（
三
）
（
四
）
一
九
八
○

精
神
医
学
史

日
本
精
神
医
学
と
：
・
・
・
・

松
沢
病
院
序
論
秋
元
波
留
夫
精
神
医
学
二
二
（
一
○
）
一
○

二
三
一
九
八
○

日
本
精
神
医
学
研
究
史
と
巣
鴨
・
松
沢
病
院
石
井
毅
精
神
医
学

一
三
（
一
○
）
一
○
四
一
’
一
○
四
九
一
九
八
○

臨
床
精
神
医
学
研
究
史
宇
野
昌
人
精
神
医
学
一
三
（
一
○
）
一

○
七
七
’
一
○
八
八
一
九
八
○

作
業
療
法
か
ら
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
テ
シ
ョ
ン
ヘ
加
藤
伸
勝
精
神
医
学

一
三
（
一
○
）
一
○
五
一
’
一
○
五
九
一
九
八
○

松
沢
病
院
の
歴
史
的
沿
革
金
子
嗣
郎
精
神
医
学
一
三
（
一
○
）

一
○
三
一
’
一
○
四
○
一
九
八
○

松
沢
病
院
八
特
集
Ｖ
特
集
に
あ
た
っ
て
後
藤
彰
夫
精
神
医
学
一
一

二
（
一
○
）
一
○
二
二
一
九
八
○

東
京
都
立
松
沢
病
院
創
立
百
周
年
記
念
Ｉ
資
料
展
鈴
木
芳
次
精

神
医
学
三
一
（
一
○
）
一
○
九
七
’
一
○
九
九
一
九
八
○

松
沢
病
院
に
お
け
る
精
神
科
看
護
関
根
真
一
精
神
医
学
三
一

（
一
○
）
一
○
六
一
’
一
○
六
八
一
九
八
○

松
沢
病
院
医
学
史
の
中
の
精
神
病
院
中
川
米
造
精
神
医
学
二

二
（
一
○
）
一
○
二
四
’
一
○
三
○
一
九
八
○

江
戸
時
代
の
随
筆
に
書
か
れ
た
狂
気
に
つ
い
て
松
田
方
一
医
学
史
研

究
五
三
四
三
七
’
四
四
五
一
九
八
○

外
部
か
ら
承
た
松
沢
病
院
Ｉ
病
院
精
神
医
学
懇
話
会
Ｉ
病
院
精
神
医
学

会
発
足
当
時
を
中
心
に
元
吉
功
精
神
医
学
一
三
（
一
○
）

一
○
六
九
’
一
○
七
六
一
九
八
○

学
会
報
告
第
四
回
国
際
医
史
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
精
神
病
と
そ
の
治
療
」

昼
田
源
四
郎
社
会
精
神
医
学
一
一
一
（
一
）
五
四
’
五
六
一
九
八
○

松
沢
病
院
の
戦
後
の
医
療
実
態
広
田
伊
蘇
夫
精
神
医
学
一
三

（
一
○
）
一
○
八
九
’
一
○
九
六
一
九
八
○

国
く
○
戸
己
○
口
昌
昏
①
国
３
ゆ
画
す
○
貝
吾
の
ｚ
胃
昌
①
昌
昏
①
弔
暑
ｇ
ｏ
昏
印
目
‐

胃
三
号
卑
○
８
脇
目
号
⑦
葛
②
里
９
口
君
日
匡
雷
局
．
国
』
③
ロ
言
侭
胃

日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
四
）
五
一
四
１
ｔ
四
八
七
一
九
八
○

西
洋
医
学
史

西
欧
医
学
者
遺
聞

マ
ラ
リ
ア
の
話
（
１
）
病
名
の
由
来
と
キ
ン
コ
ー
ナ
の
樹
吉
岡
達
夫

東
洋
薬
事
報
一
二
（
四
）
二
三
’
二
六
一
九
八
○

マ
ラ
リ
ア
の
話
（
Ⅱ
）
偽
せ
医
者
ロ
ゞ
ハ
ー
ト
・
タ
ル
ボ
ー
卿
吉
岡
達

夫
東
洋
薬
事
報
一
二
（
五
）
二
三
’
二
六
一
九
八
○

マ
ラ
リ
ア
の
話
（
Ⅲ
）
薬
剤
師
。
ヘ
ル
チ
ェ
と
町
医
者
サ
ピ
ン
ト
ン
吉

岡
達
夫
東
洋
薬
事
報
二
一
（
六
）
二
三
’
二
六
一
九
八
○

脳
外
科
の
開
拓
者
た
ち
（
１
）
フ
ェ
リ
ア
ー
博
士
と
尋
コ
ル
ッ
教
授
の
対
決

吉
岡
達
夫
東
洋
薬
事
報
一
二
（
八
）
二
三
’
二
六
一
九
八
○

地
方
史

足
利
の
精
神
科
医
療
史
青
木
信
夫
足
利
の
医
史
抄
（
一
六
）
一
’
三

一
九
八
○
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足
利
の
精
神
科
医
療
史
補
遺
青
木
信
夫
足
利
の
医
史
抄
（
二
○
）
一

一
九
八
○

医
界
風
土
記

大
分
県
明
治
初
期
、
大
分
県
、
医
界
の
五
先
覚
荒
巻
逸
夫
日
医

ニ
ュ
ー
ス
（
四
四
二
）
一
九
八
○

茨
城
県
水
戸
藩
医
、
本
間
玄
調
伊
藤
英
雄
日
医
ニ
ュ
ー
ス
（
四

四
七
）
一
九
八
○

奈
良
県
森
野
旧
薬
園
と
森
野
奏
郭
石
崎
直
司
日
医
ニ
ュ
ー
ス
（
四

五
六
）
一
九
八
○

熊
本
県
濱
田
玄
達
先
生
上
野
四
郎
日
医
ニ
ュ
ー
ス
（
四
六
一
）

一
九
八
○

三
重
県
橋
本
氏
病
の
発
見
者
橋
本
策
先
生
に
つ
い
て
梅
本
金
五

日
医
ニ
ュ
ー
ス
（
四
四
○
）
一
九
八
○

山
梨
県
川
村
麟
也
小
野
勇
二
日
医
一
一
ユ
ー
ス
（
四
六
二
）
一
九

八
○

神
奈
川
県
へ
ボ
ン
、
エ
ル
ド
リ
ッ
チ
と
富
岡
海
水
浴
場
大
滝
紀
雄

日
医
一
豆
－
ス
（
四
五
三
）
一
九
八
○

熊
本
県
医
学
私
塾
「
亦
楽
舎
」
（
鳩
野
宗
巴
）
岡
島
寛
一
日
医
一
一

ユ
ー
ス
（
四
五
五
）
一
九
八
○

香
川
県
河
田
雄
禎
と
種
痘
香
川
県
医
師
会
日
医
一
一
ユ
ー
ス
（
四

四
六
）
一
九
八
○

新
潟
県
越
後
の
漢
蘭
折
衷
派
医
学
蒲
原
宏
日
医
］
一
ユ
ー
ス

（
四
四
八
）
一
九
八
○

福
島
県
須
賀
川
医
学
校
と
卒
業
生
後
藤
新
平
小
泉
衡
平
日
医
｝
一

ユ
ー
ス
（
四
六
三
）
一
九
八
○

宮
崎
県
明
道
館
記
田
代
逸
郎
日
医
一
一
ユ
ー
ス
（
四
五
八
）
一
九

八
○

滋
賀
県
伊
良
子
家
歴
世
名
医
伝
中
神
良
太
日
医
一
一
ユ
ー
ス
（
四

四
九
）
一
九
八
○

滋
賀
県
施
薬
院
、
悲
田
院
の
再
興
に
寄
与
し
た
人
々
中
神
良
太

日
医
ニ
ュ
ー
ス
（
四
四
こ
一
九
八
○

宮
城
県
「
阿
部
休
悦
」
二
宮
以
義
日
医
ニ
ュ
ー
ス
（
四
五
九
）
一
九

八
○

岡
山
県
倉
敷
の
医
人
石
坂
堅
壮
原
三
正
日
医
｝
一
ユ
ー
ス
（
四

四
三
）
一
九
八
○

秋
田
県
明
治
三
五
年
に
行
わ
れ
た
開
業
医
団
の
病
理
解
剖
樋
口
潔

日
医
一
一
ユ
ー
ス
（
四
五
二
）
一
九
八
○

徳
島
県
三
宅
速
博
士
墓
碑
の
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
碑
文
福
島
義
一

日
医
一
一
ユ
ー
ス
（
四
五
○
）
一
九
八
○

徳
島
県
関
寛
斎
（
寛
ｌ
ゆ
た
か
）
福
島
義
一
日
医
一
三
Ｉ
ス

（
四
四
四
）
一
九
八
○

高
知
県
人
体
解
剖
藤
原
紫
朗
日
医
一
一
ユ
ー
ス
（
四
六
○
）
一
九

八
○

山
梨
県
山
梨
県
医
師
会
ｌ
地
方
病
と
の
闘
い
保
坂
傳
日
医
｝
一

ユ
ー
ス
（
四
五
四
）
一
九
八
○

富
山
県
山
脇
東
洋
先
生
の
位
牌
松
田
健
史
日
医
一
一
ユ
ー
ス
（
四

五
こ
一
九
八
○

愛
媛
県
伊
予
吉
田
藩
の
医
師
た
ち
宮
内
孝
夫
日
医
一
一
ユ
ー
ス
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（
四
四
五
）
一
九
八
○

医
学
歴
史
散
歩

秋
田
県
ｌ
秋
田
の
鉱
山
と
珪
肺
石
田
真
臨
床
科
学
一
六
（
一

二
）
一
五
三
五
’
一
五
三
八
一
九
八
○

岩
手
県
岩
渕
憲
次
郎
臨
床
科
学
一
六
（
一
二
）
一
五
三
一
’
一
五

三
四
一
九
八
○

新
潟
県
蒲
原
宏
臨
床
科
学
一
七
（
一
）
二
七
’
一
二
三

一
九
八
○

奈
良
県
、
大
阪
府
宗
田
一
臨
床
科
学
一
六
（
一
○
）
一
二
九

三
’
一
三
○
一
一
九
八
○

北
海
道
高
山
坦
三
臨
床
科
学
一
六
（
二
）
一
四
○
五
’
一
四

○
九
一
九
八
○

福
島
県
鶴
見
膠
一
臨
床
科
学
一
七
（
一
）
二
二
’
二
六

一
九
八
○

青
森
県
松
木
明
知
臨
床
科
学
一
六
（
一
こ
一
四
一
○
’
一
四

一
四
一
九
八
○

大
阪
の
文
化
と
医
学
の
歴
史
池
田
苗
夫
日
本
医
事
新
報
（
二
九
四

一
）
七
四
一
九
八
○

八
書
評
Ｖ
「
越
前
若
狭
の
古
代
史
」
岩
治
勇
一
福
井
県
医
師
会
だ
よ

り
（
二
一
八
）
二
六
一
九
八
○

『
京
都
の
医
学
史
』
出
版
記
念
京
都
の
医
の
文
化
史
展
開
催
さ
る
緒

方
富
雄
科
学
医
学
資
料
研
究
（
七
二
・
七
三
）
一
二
’
一
三
一
九
八

○
阿
波
ゆ
か
り
の
医
学
書
・
医
人
た
ち
加
藤
和
市
日
農
村
医
会
誌
二

八
（
六
）
七
四
九
’
七
五
一
一
九
八
○

『
佐
夜
中
山
弘
法
大
師
夜
泣
石
名
号
』
菊
地
卓
足
利
の
医
史
抄

（
一
五
）
五
一
九
八
○

足
利
の
医
家
考
菊
地
卓
足
利
の
医
史
抄
（
一
四
）
二
’
五
、
（
一

五
）
一
’
四
、
（
一
六
）
三
’
五
、
（
一
七
）
一
’
七
、
（
一
八
）
一
’
四
、

（
一
九
）
一
’
三
、
（
二
一
）
一
’
六
、
（
二
二
）
一
’
三
、
（
二
三
）
一
’

三
一
九
八
○

「
木
村
方
衛
生
幻
燈
」
菊
地
卓
足
利
の
医
史
抄
（
一
八
）
四
’
五

一
九
八
○

座
談
会
「
足
利
の
医
史
を
語
る
」
足
利
の
医
史
抄
（
一
四
）
四
’
五
、

（
一
五
）
四
’
五
、
（
一
七
）
八
’
一
○
一
九
八
○

足
利
積
善
会
に
つ
い
て
菊
地
卓
足
利
の
医
史
抄
（
二
○
）
二
一

九
八
○

「
栃
木
県
令
乙
第
三
百
三
十
二
号
」
ｌ
栃
木
県
立
足
利
病
院
入
院
規
則
・
病
室

規
則
Ｉ
菊
地
卓
足
利
の
医
史
抄
（
二
○
）
二
’
三
一
九
八
○

明
治
三
一
年
足
利
町
開
業
医
の
広
告
か
ら
菊
地
卓
足
利
の
医
史
抄

（
二
一
）
五
’
六
一
九
八
○

萢
瘡
の
流
行
と
俗
信
ｌ
宇
都
宮
の
黄
鮒
の
こ
と
Ｉ
菊
地
卓
足
利

の
医
史
抄
（
二
二
）
三
一
九
八
○

金
沢
に
お
け
る
明
治
初
期
の
体
温
表
寺
畑
喜
朔
日
本
医
史
学
雑
誌

二
六
（
三
）
二
九
九
’
三
○
○
一
九
八
○

私
立
足
利
葆
光
産
婆
看
護
婦
学
校
に
つ
い
て
荻
野
梅
子
足
利
の
医
史

抄
（
一
四
）
一
’
二
一
九
八
○

青
森
県
に
お
け
る
最
初
の
帝
王
切
開
術
に
つ
い
て
ｌ
多
沢
多
吉
の
こ
と
な
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ど
’
松
木
明
知
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
一
）
三
三
’
四
三

一
九
八
○

治
療
史

日
本
温
泉
史
ノ
ー
ト
－
－
１
上
古
Ｉ
奈
良
時
代
中
村
昭
日
本
温
泉

気
候
物
理
医
学
会
雑
誌
四
三
（
三
・
四
）
一
二
二
’
二
一
四
一
九
八

○
治
療
の
歴
史
金
療
法
宮
本
昭
正
治
療
学
四
（
四
）
五
五
六
’
五

五
八
一
九
八
○

治
療
の
歴
史
ビ
タ
ミ
ン
凸
（
サ
イ
ア
ミ
ン
）
ぐ
冒
目
口
顛
（
目
冨
騨
目
目
①
）

山
下
政
三
治
療
学
四
（
三
）
四
一
五
’
四
一
八
一
九
八
○

伝
記
（
個
）

緒
方
洪
庵
の
薬
箱
に
つ
い
て
青
木
允
夫
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六

（
三
）
三
五
六
’
三
五
八
一
九
八
○

へ
ボ
ン
青
島
敏
行
日
本
医
事
新
報
（
二
九
○
八
）
六
二
’
六
三
一

九
八
○

パ
ラ
ヶ
ル
ス
ス
に
学
ぶ
青
島
敏
行
日
本
医
事
新
報
（
二
九
五
こ
五

九
’
六
○
一
九
八
○

層
の
目
。
。
と
聴
診
器
秋
元
寿
恵
夫
病
体
生
理
（
二
六
）
一
三
’
一
六

一
九
八
○

野
口
英
世
と
ペ
ン
シ
ル
零
ハ
ニ
ァ
大
学
浅
倉
稔
生
日
本
医
事
新
報
（
二

九
二
九
）
六
一
’
六
四
、
（
二
九
三
○
）
六
七
’
七
○
、
（
、
二
九
三
こ

六
五
’
六
八
、
（
二
九
三
二
）
六
二
’
六
五
、
（
二
九
三
三
）
六
四
’
六
七

一
九
八
○

岡
山
藩
医
学
館
教
師
ロ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
石
田
純
郎
日
本
医
史
学
雑

誌
二
六
（
三
）
二
七
四
’
二
七
六
一
九
八
○

故
竹
内
真
一
先
生
に
捧
ぐ
岩
治
勇
一
福
井
県
医
師
会
だ
よ
り
（
二
一

三
）
二
四
一
九
八
○

浅
野
嵩
山
先
生
（
山
本
正
伯
宛
）
の
書
翰
岩
治
勇
一
福
井
県
医
師
会

だ
よ
り
（
二
二
）
三
三
一
九
八
○

医
・
薬
学
の
履
歴
書

臨
床
教
授
に
任
命
さ
れ
て
充
分
に
実
力
を
発
揮
し
た
ベ
ル
ハ
ー
ベ
鵜

野
誠
新
医
療
七
（
六
）
二
○
’
一
二
一
九
八
○

薬
局
を
経
営
す
る
場
合
の
規
則
を
定
め
た
プ
リ
ン
鵬
野
誠
新
医

療
七
（
七
）
九
○
’
九
一
一
九
八
○

バ
リ
ビ
ー
は
一
切
の
生
命
現
象
を
力
学
的
運
動
の
立
場
で
説
明
鵜
野

誠
新
医
療
七
（
五
）
九
四
’
九
五
一
九
八
○

今
日
に
お
け
る
洪
庵
と
適
塾

「
緒
方
洪
庵
と
適
塾
」
展
を
め
ぐ
っ
て
梅
渓
昇
医
学
の
あ
ゆ
み

二
四
（
三
）
一
八
一
’
一
八
六
一
九
八
○

緒
方
洪
庵
と
適
塾
を
め
ぐ
っ
て
緒
方
富
雄
医
学
の
あ
ゆ
ゑ
二
三

（
二
）
九
二
二
一
九
八
○

ギ
ロ
ラ
モ
。
フ
ラ
カ
ス
ト
ロ
小
栗
史
朗
公
衆
衛
生
四
四
（
七
）
五

○
八
’
五
○
九
一
九
八
○

ト
ー
マ
ス
。
シ
デ
ナ
ム
小
栗
史
朗
公
衆
衛
生
四
四
（
八
）
五
六
六

’
五
六
七
一
九
八
○

ヨ
ハ
ン
・
・
ヘ
ー
タ
ー
・
フ
ラ
ン
ク
小
栗
史
朗
公
衆
衛
生
四
四
（
九
）

六
五
四
’
六
五
五
一
九
八
○

ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
小
栗
史
朗
公
衆
衛
生
四
四
（
一
○
）
七
一
八
’
七

（80） 372



一
九
一
九
八
○

エ
ド
ウ
ィ
ン
・
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
小
栗
史
朗
公
衆
衛
生
四
四
（
一

一
）
八
○
○
’
八
○
一
一
九
八
○

マ
ッ
ク
ス
・
フ
ォ
ン
・
ペ
ッ
テ
ン
コ
ー
フ
ェ
ル
小
栗
史
朗
公
衆
衛
生

四
四
（
一
二
）
八
八
四
’
八
八
五
一
九
八
○

後
藤
新
平
研
究
’
二
ｌ
地
方
衛
生
組
織
に
つ
い
て
の
基
本
発
想
小
野
寺

伸
夫
医
学
史
研
究
（
五
三
）
四
四
六
’
四
五
一
一
九
八
○

後
藤
新
平
研
究
’
三
ｌ
中
央
衛
生
組
織
に
つ
い
て
の
基
本
発
想
小
野
寺

伸
夫
医
学
史
研
究
（
五
三
）
四
五
一
’
四
五
七
一
九
八
○

高
松
凌
雲
と
そ
の
兄
王
丸
勇
日
本
医
事
新
報
（
二
九
四
一
）
六
一

’
六
四
一
九
八
○

ガ
ブ
リ
エ
ル
・
プ
ラ
バ
ー
．
ズ
と
そ
の
皮
下
注
射
器
に
つ
い
て
大
村
敏
郎

日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
三
）
三
三
二
’
三
三
四
一
九
八
○

ア
ン
プ
ロ
ァ
ズ
・
パ
レ
の
世
界
’
四
○
○
年
前
の
大
外
科
医
を
め
ぐ
っ
て

パ
レ
の
前
半
生
大
村
敏
郎
臨
床
外
科
三
五
（
一
）
七
○
’
七
三

一
九
八
○

パ
レ
の
後
半
生
大
村
敏
郎
臨
床
外
科
三
五
（
二
）
二
○
九
’
二

一
二
一
九
八
○

パ
レ
と
わ
が
国
の
外
科
大
村
敏
郎
臨
床
外
科
三
五
（
三
）
三
九

四
’
三
九
七
一
九
八
○

「
私
が
処
置
を
し
、
神
が
こ
れ
を
癒
し
給
う
た
」
と
い
う
言
葉
大
村

敏
郎
臨
床
外
科
三
五
（
四
）
五
二
二
’
五
二
五
一
九
八
○

パ
レ
の
生
地
を
た
ず
ね
る
旅
大
村
敏
郎
臨
床
外
科
三
五
（
六
）

八
七
三
’
八
七
七
一
九
八
○

わ
が
国
に
お
け
る
詩
自
己
①
『
の
わ
が
子
牛
痘
接
種
物
語
り
の
由
来
に
つ
い
て

加
藤
四
郎
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
一
）
一
’
一
○
一
九
八
○

芳
昌
昌
周
の
わ
が
子
豚
痘
接
種
実
験
物
語
り
の
史
実
に
つ
い
て
加
藤
四

郎
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
二
）
一
八
九
’
二
○
三
一
九
八
○

日
本
人
に
し
て
最
初
に
西
比
利
亜
を
横
断
し
露
都
へ
遊
学
し
た
嵯
峨
壽
安
の

生
涯
加
藤
豊
明
北
陸
医
史
二
（
一
）
一
五
’
一
二
一
九
八
○

〃
ド
ク
ト
ル
。
、
ヘ
ラ
ン
メ
ー
〃
長
谷
川
泰
の
こ
と
神
谷
昭
典
日
本
医

事
新
報
（
二
九
四
七
）
五
九
’
六
二
一
九
八
○

国
崎
定
洞
の
遺
児
タ
ッ
コ
・
レ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
を
迎
え
て
川
上
武
医

学
史
研
究
五
四
五
一
二
’
五
一
五
一
九
八
○

曲
直
瀬
道
三
「
養
生
訓
」
川
島
恂
二
古
河
市
医
師
会
報
（
一
三
）
一

五
’
一
八
一
九
八
○

県
立
新
潟
医
学
校
教
師
フ
ォ
ッ
ク
（
一
八
四
五
’
一
八
八
三
）
蒲
原

宏
新
潟
県
医
師
会
報
（
三
五
八
）
一
九
八
○

儒
書
黒
田
玄
鶴
（
一
七
七
九
’
一
八
三
五
）
の
石
綿
論
蒲
原
宏
新

潟
県
医
師
会
報
（
三
六
一
）
一
九
八
○

県
立
新
潟
医
学
校
オ
ラ
ン
ダ
人
医
学
教
師
ホ
ル
テ
ル
マ
ン
蒲
原
宏

新
潟
県
医
師
会
報
（
三
六
三
）
一
九
八
○

県
立
新
潟
医
学
校
オ
ラ
ン
ダ
人
医
学
教
師
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ヘ
ー
デ
ン
編
、

和
訳
世
界
語
辞
林
蒲
原
宏
新
潟
県
医
師
会
報
（
三
六
六
）
一
九
八

○
明
治
四
年
キ
ン
グ
事
件
で
新
潟
に
来
た
英
医
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ウ
ィ
ー
ラ
ー

（
一
八
四
一
’
一
九
二
三
）
画
匡
乏
旨
乏
胃
の
胃
蒲
原
宏
新
潟
県

医
師
会
報
（
三
六
八
）
一
九
八
○
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リ
ン
ゲ
ル
液
か
リ
ン
ジ
ャ
ー
液
か
リ
ン
ガ
ー
液
か
ｌ
辱
含
昌
囚
晶
曾
（
一

八
三
五
’
一
九
一
○
）
の
こ
と
Ｉ
蒲
原
宏
ガ
ン
新
病
誌
二
○

（
一
）
五
二
一
九
八
○

医
学
を
つ
く
っ
た
人
び
と
「
腹
部
外
科
学
の
開
拓
者
」
ｌ
テ
オ
ド
ー
ル
・
ピ

ル
ロ
ー
ト
ー
蔵
方
宏
昌
看
護
学
生
二
七
（
二
）
一
五
’
一
七

一
九
八
○

御
雇
教
師
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
デ
ー
ニ
ッ
ッ
（
二
）
小
関
恒
雄
日
本
医

史
学
雑
誌
二
六
（
四
）
四
三
二
’
四
四
三
一
九
八
○

国
働
く
ぐ
皇
乏
旨
騨
日
切
ｏ
易
冨
品
佐
野
圭
司
脳
神
経
外
科
九
（
こ

三
二
’
三
五
一
九
八
○

医
学
偉
人
伝

医
学
大
発
展
の
口
火
を
担
っ
た
ル
イ
・
パ
ス
ト
ゥ
ー
ル
酒
井
シ
ヅ

螢
雪
メ
デ
ィ
カ
ル
一
（
一
○
）
六
八
’
七
一
一
九
八
○

女
子
医
学
教
育
に
賭
け
た
吉
岡
弥
生
酒
井
シ
ヅ
螢
雪
メ
デ
ィ
カ
ル

一
（
一
こ
六
○
’
六
三
一
九
八
○

パ
ウ
ル
・
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
酒
井
シ
ヅ
螢
雪
メ
デ
ィ
カ
ル
一
（
一

二
）
四
四
’
四
七
一
九
八
○

医
学
の
先
駆
者
た
ち

何
よ
り
患
者
を
大
切
に
し
た
本
居
宣
長
酒
井
シ
ヅ
螢
雪
メ
デ
ィ
カ
ル

ニ
（
一
）
四
二
’
四
五
一
九
八
○

麻
酔
に
先
べ
ん
を
つ
け
た
ホ
レ
ー
ス
・
ウ
ェ
ル
ズ
酒
井
シ
ヅ
螢
雪

メ
デ
ィ
カ
ル
二
（
二
）
四
○
’
四
三
一
九
八
○

胃
の
消
化
生
理
学
に
進
歩
を
も
た
ら
し
た
ウ
イ
リ
ァ
ム
・
ポ
ー
モ
ン
ト

酒
井
シ
ヅ
螢
雪
メ
デ
ィ
カ
ル
ニ
（
五
）
三
二
’
三
五
一
九
八
○

恐
る
べ
き
探
究
心
と
実
験
で
学
説
を
書
き
換
え
た
ラ
ッ
ァ
ロ
・
ス
・
ハ
ラ
ン

ッ
ァ
ー
’
一
酒
井
シ
ヅ
螢
雪
メ
デ
ィ
カ
ル
二
（
六
）
三
○
’
三

三
一
九
八
○

一
七
世
紀
に
体
温
計
を
作
り
〃
代
謝
の
父
″
と
い
わ
れ
た
サ
ン
ト
リ
オ
・

サ
ン
ト
リ
オ
酒
井
シ
ヅ
螢
雪
メ
デ
ィ
カ
ル
ニ
（
七
）
三
六
’

三
九
一
九
八
○

「
医
事
不
如
自
然
」
に
達
し
た
名
医
杉
田
玄
白
酒
井
シ
ヅ
螢
雪

メ
デ
ィ
カ
ル
二
（
九
）
二
六
’
二
九
一
九
八
○

フ
レ
デ
リ
ク
・
ル
イ
シ
ュ
（
卑
且
の
国
鳥
罰
呈
吻
号
）
と
著
書
《
《
弓
斎
闇
匡
昌
吻

シ
ロ
脚
８
目
、
目
〕
（
解
剖
学
宝
函
）
に
つ
い
て
酒
井
シ
ヅ
科
学
医
学

資
料
研
究
（
八
一
）
一
’
九
一
九
八
○

も
う
一
人
の
〃
医
聖
″
、
。
ヘ
チ
ュ
ー
ン
の
話
品
川
信
良
公
衆
衛
生

四
四
（
八
）
五
九
一
’
五
九
五
一
九
八
○

越
前
藩
医
・
笠
原
白
翁
白
崎
昭
一
郎
北
陸
医
史
二
（
一
）
九
’
一

四
一
九
八
○

今
治
藩
医
菅
周
庵
と
種
痘
史
菅
勝
男
伊
豫
史
談
（
二
三
九
）
二
三

’
三
一
一
九
八
○

一
人
の
療
法
士
の
軌
跡
わ
が
国
に
お
け
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
始

砂
原
茂
一
理
療
と
作
療
一
四
（
三
）
二
○
二
’
二
○
六
一
九
八
○

華
岡
青
洲
宗
田
一
近
世
漢
方
医
学
書
集
成
（
二
九
）
一
七
’
六

二
一
九
八
○

松
岡
恕
庵
宗
田
一
近
世
漢
方
医
学
集
成
（
五
五
）
四
五
’
六
七

一
九
八
○

北
里
柴
三
郎
先
生
の
こ
ろ
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Ｉ
北
里
に
お
け
る
実
学
と
そ
の
背
景
添
川
正
夫
日
本
医
事
新
報

（
二
九
一
五
）
六
四
’
六
六
一
九
八
○

ｌ
帯
ヘ
ー
リ
ン
グ
研
究
所
Ｉ
添
川
正
夫
日
本
医
事
新
報
（
二
九
一

○
）
六
七
’
六
九
一
九
八
○

ツ
ュ
ン
等
ヘ
リ
ー
の
来
日
と
そ
の
意
義
高
橋
文
・
川
瀬
清
日
本
医
史
学

雑
誌
二
六
（
三
）
三
四
七
’
三
四
九
一
九
八
○

ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
と
臨
床
検
査
立
川
昭
二
検
査
と
技
術
八
（
八
）
六

六
四
一
九
八
○

大
久
保
利
通
の
銅
像
寺
師
睦
宗
日
本
医
事
新
報
（
二
九
○
九
）
六
六

’
六
七
一
九
八
○

松
崎
僚
堂
の
書
翰
戸
塚
武
比
古
日
本
歴
史
（
三
八
二
）
七
○
’
八
一

一
九
八
○

戸
塚
家
の
文
書
か
ら
戸
塚
武
比
古
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
こ

五
五
’
六
○
一
九
八
○

島
津
斉
興
関
係
二
文
書
戸
塚
武
比
古
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
四
）

四
四
四
’
四
四
九
一
九
八
○

文
庫
の
窓
か
ら
玉
機
微
義
（
一
’
二
）
中
泉
行
信
・
中
泉
行
史
・
斉

藤
仁
男
臨
床
眼
科
三
四
（
四
）
五
九
八
’
五
九
九
、
（
五
）
六
四
七

’
六
五
七
一
九
八
○

大
庭
政
世
の
事
績
（
Ⅱ
）
ｌ
島
根
県
に
お
け
る
医
療
組
合
事
業
の
展
開
と
産

青
連
の
運
動
中
尾
鑛
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
三
）
三
○
八

’
三
一
○
一
九
八
○

解
説
福
沢
諭
吉
『
西
航
手
帳
』
の
蘭
文
記
事
長
尾
政
憲
日
蘭
学
会

会
誌
四
（
二
）
胃
！
×
×
ぐ
昌
一
九
八
○

医
・
薬
学
の
履
歴
書
（
四
一
）
〃
医
は
仁
術
″
を
地
で
い
っ
た
名
医
・
永
田

徳
本
永
田
徳
本
。
鵜
野
誠
新
医
療
七
（
三
）
五
四
’
五
五
一

九
八
○

来
日
宣
教
医
乏
邑
騨
８
弓
昌
。
境
（
一
八
三
五
’
一
九
二
三
）
に
つ
い
て

長
門
谷
洋
治
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
三
）
二
八
一
’
二
八
三
一

九
八
○

医
学
を
つ
く
っ
た
人
び
と

「
結
核
菌
の
発
見
者
」
１
口
ベ
ル
ト
・
コ
ッ
ホ
ー
中
村
禎
里
看
護

学
生
二
七
（
一
二
）
一
五
’
一
七
一
九
八
○

「
・
へ
’
一
シ
リ
ン
の
発
見
者
」
ｌ
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
フ
レ
ミ
ン
グ
ー

中
村
禎
里
看
護
学
生
二
七
（
一
三
）
一
五
’
一
七
一
九
八
○

山
田
顕
義
と
公
衆
衛
生
西
川
愼
八
日
本
医
史
学
雑
誌
一
一
六
（
三
）

三
五
八
’
三
六
○
一
九
八
○

広
島
と
富
士
川
溝
先
生
西
丸
和
義
広
島
医
学
三
三
（
五
）
五
七
一
’

五
七
五
一
九
八
○

偉
大
な
る
郷
土
の
先
達
呉
秀
三
先
生
に
つ
い
て
（
下
）
野
間
祐
輔

科
学
医
学
資
料
研
究
（
六
九
）
一
’
七
一
九
八
○

頼
山
陽
の
病
歴
１
－
１
服
部
敏
良
現
代
医
学
一
一
八
（
二
）
三
二

三
一
六
一
九
八
○

何
故
Ｗ
・
ウ
ィ
リ
ス
医
師
は
江
戸
で
高
い
俸
給
を
の
ぞ
ん
だ
か
？
原

口
忠
男
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
三
）
二
八
六
’
二
八
八
一
九
八

○
断
片
医
学
史
散
歩
木
下
杢
太
郎
の
生
家
と
歌
碑
を
訪
ね
て
春
田
三
佐

夫
昌
且
旨
①
島
画
二
六
（
七
）
三
七
七
’
三
八
○
一
九
八
○
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高
松
凌
雲
と
「
西
南
の
役
」
伴
忠
康
い
ず
承
二
七
（
五
）
二
六

一
九
八
○

オ
ス
ラ
ー
博
士
の
生
涯

傷
心
の
う
ち
に
も
オ
ス
ラ
ー
文
庫
の
目
録
作
り
に
は
げ
む
（
一
九
一
八

年
）
日
野
原
重
明
目
①
巳
。
旨
画
一
七
（
二
）
三
一
二
’
三
一
六

一
九
八
○

《
《
シ
２
５
昌
冒
冒
吻
》
》
（
一
八
八
九
年
五
月
一
日
）
日
野
原
重
明
冒
＆
‐

目
昌
四
一
七
（
三
）
四
五
六
’
四
六
一
一
九
八
○

一
九
○
一
年
一
月
冒
巽
ｏ
口
目
①
島
。
畏
匡
胃
画
ｑ
の
落
成
記
念
講
演

日
野
原
重
明
旨
①
島
。
言
四
一
七
（
四
）
六
三
六
’
六
三
九
一
九

八
○

オ
ス
ラ
ー
の
最
後
の
文
化
講
演
（
一
九
一
八
年
）
日
野
原
重
明

冒
①
島
。
冒
騨
一
七
（
五
）
八
二
○
’
八
二
三
一
九
八
○

オ
ス
ラ
ー
最
後
の
文
化
講
演
古
典
協
会
長
と
し
て
、
（
一
九
一
九
年
）

日
野
原
重
明
冒
８
国
目
四
一
七
（
六
）
九
七
二
’
九
七
七
一
九

八
○

教
え
る
こ
と
と
考
え
る
こ
と
（
弓
ｇ
ｏ
匡
畠
“
且
弓
匡
昌
言
巴
医
科
大

学
に
お
け
る
二
つ
の
機
能
一
八
九
五
年
一
月
八
日
カ
ナ
ダ
の
マ
ギ
ル

医
学
校
で
の
講
演
日
野
原
重
明
・
仁
木
久
恵
冒
①
ｇ
ｏ
旨
四
一
七

（
七
）
二
五
二
’
二
五
七
一
九
八
○

満
七
○
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
て
（
一
九
一
九
年
）
日
野
原
重
明

昌
①
ｇ
ｇ
目
一
七
（
八
）
一
三
○
八
’
一
三
二
一
九
八
○

オ
ス
ラ
ー
の
最
後
の
社
会
的
活
動
（
一
九
一
九
年
）
日
野
原
重
明

冒
の
烏
。
冒
鯉
一
七
（
九
）
一
四
六
八
’
一
四
七
一
一
九
八
○

川
崎
の
蘭
方
医
家
太
田
家
の
事
蹟
深
瀬
泰
旦
文
化
か
わ
さ
き

（
六
）
八
○
’
九
二
一
九
八
○

歩
兵
屯
所
医
師
取
締
手
塚
良
仙
知
見
補
遺
深
瀬
泰
旦
日
本
医
史
学
雑

誌
二
六
（
三
）
三
六
○
’
三
六
二
一
九
八
○

杉
田
玄
白
と
川
崎
深
瀬
泰
旦
川
崎
医
師
会
報
（
一
三
一
）
六
八
’
七

一
一
九
八
○

肢
体
不
自
由
児
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
先
駆
者
と
し
て
の
高
木
憲
次
博
士

福
嶋
正
和
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
三
）
三
四
○
’
三
四
二
一
九

八
○

緒
方
洪
庵
と
適
塾
ｌ
適
塾
の
修
復
と
史
跡
公
園
の
す
す
め
Ｉ
藤
野
恒
三

郎
科
学
医
学
資
料
研
究
（
七
五
）
四
’
九
一
九
八
○

杉
田
玄
白
犯
罪
者
論
藤
原
知
日
本
医
事
新
報
（
二
九
一
六
）
六
四

’
六
五
一
九
八
○

杉
田
玄
白
論
の
一
視
角
藤
原
知
日
本
医
事
新
報
（
二
九
二
四
）
六

二
’
六
三
一
九
八
○

生
誕
一
○
○
年
を
迎
え
る
茂
木
蔵
之
助
先
生
古
川
明
日
本
医
事
新

報
（
二
九
五
○
）
六
三
’
六
六
、
（
二
九
五
一
）
六
一
’
六
三
一
九
八

○
長
谷
川
泰
小
伝
星
野
甚
四
郎
日
本
医
事
新
報
（
二
九
二
八
）
六
一
’

六
四
一
九
八
○

医
学
の
散
歩
道

司
馬
凌
海
に
つ
い
て
堀
江
健
也
練
馬
区
医
師
会
だ
よ
り
（
一
四

五
）
三
一
’
三
四
、
（
一
四
六
）
四
六
’
五
○
一
九
八
○

関
寛
斉
ｌ
波
澗
の
生
涯
を
お
く
っ
た
理
想
追
求
者
Ｉ
堀
江
健
也
練
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馬
区
医
師
会
だ
よ
り
（
一
四
七
）
三
五
’
三
八
、
（
一
四
八
）
二
五
’

二
八
、
（
一
四
九
）
二
四
’
二
八
、
（
一
五
○
）
四
二
’
四
五
一
九
八

○
慶
応
義
塾
医
学
所
創
設
者
松
山
棟
庵
堀
江
健
也
練
馬
区
医
師
会

だ
よ
り
（
一
五
一
）
二
五
’
二
九
、
（
一
五
二
）
一
六
’
一
八
一
九

八
○

マ
ッ
チ
製
造
に
お
け
る
黄
燐
中
毒
と
救
世
軍
の
ブ
ー
ス
大
将
松
勝
元

医
学
史
研
究
五
四
四
六
五
’
四
七
○
一
九
八
○

弘
前
藩
医
桐
山
正
哲
と
天
明
元
年
の
第
一
回
蹟
寿
館
薬
品
会
松
木
明
知

日
本
医
史
学
雑
誌
一
一
六
（
二
）
二
三
一
’
二
三
七
一
九
八
○

渋
江
抽
斎
編
『
直
舎
伝
記
抄
』
に
つ
い
て
ｌ
と
く
に
桐
山
正
哲
に
関
し
て
Ｉ

松
木
明
知
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
三
）
二
七
九
’
二
八
○
一
九

八
○

藤
田
利
勝
の
「
養
生
抄
言
」
に
つ
い
て
松
木
明
知
日
本
医
史
学
雑
誌

一
一
六
（
四
）
四
一
三
’
四
一
九
一
九
八
○

国
ぐ
．
》
ヘ
ル
ツ
の
来
日
最
初
の
学
術
論
文
松
木
明
知
日
本
医
史
学
雑

誌
二
六
（
四
）
四
五
○
’
四
五
四
一
九
八
○

山
脇
東
洋
先
生
の
位
牌
松
田
健
史
北
陸
医
史
二
（
一
）
七
’
九
一

九
八
○

公
文
書
か
ら
象
た
緒
方
八
重
書
簡
に
つ
い
て
松
田
武
医
学
史
研
究

五
四
五
二
○
’
五
二
二
一
九
八
○

「
清
水
氏
講
議
録
」
ｌ
東
京
大
学
初
代
産
科
婦
人
科
教
授
清
水
郁
太
郎
の
講

義
録
Ｉ
松
永
勝
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
三
）
三
○
五
’
三

○
七
一
九
八
○

産
業
医
と
し
て
の
先
覚
者
佐
藤
英
太
郎
三
浦
豊
彦
日
本
医
史
学
雑

誌
二
六
（
三
）
三
一
八
’
三
二
○
一
九
八
○

烏
取
藩
医
・
青
木
浩
斎
に
つ
い
て
森
納
日
本
医
事
新
報
（
二
九

四
六
）
一
八
一
一
九
八
○

薩
摩
医
人
群
像
補
遺
（
そ
の
二
六
）
森
重
孝
鹿
児
島
市
医
報
一
．

九
（
四
）
二
九
’
三
○
、
（
七
）
二
○
’
二
一
、
（
二
）
二
五
’
二
六

一
九
八
○

口
Ｉ
。
ヘ
ル
ト
・
コ
ッ
ホ
森
優
臨
床
と
研
究
五
七
（
一
’
一
二
）

赤
。
ヘ
ー
ジ
、
一
九
八
○

本
間
棗
軒
翁
書
簡
に
つ
い
て
矢
数
道
明
漢
方
の
臨
床
一
一
七
（
三
）

三
’
五
一
九
八
○

石
原
明
博
士
の
逝
去
を
悼
む
矢
数
道
明
漢
方
の
臨
床
二
七
（
八
）

三
八
’
四
○
一
九
八
○

石
黒
忠
恵
と
医
事
抄
谷
津
三
雄
・
武
田
利
雄
・
木
原
忍
・
海
老
名
京
子

日
本
歯
科
医
史
学
会
会
誌
八
（
一
）
二
三
’
二
九
一
九
八
○

森
井
恕
仙
と
そ
の
医
学
山
形
敞
一
日
本
医
史
学
雑
誌
一
．
’
六
（
三
）

二
八
○
’
二
八
一
一
九
八
○

打
診
法
の
発
見
者
レ
オ
ポ
ル
ド
・
ア
ウ
エ
ン
ブ
ル
ッ
ゲ
ル
（
一
）
和

田
正
系
医
道
の
日
本
三
九
（
四
）
八
八
’
九
四
一
九
八
○

種
痘
者
の
発
見
者
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ジ
ェ
ン
ナ
ー
（
二
）
和
田
正
系

医
道
の
日
本
三
九
（
六
）
八
七
’
九
四
一
九
八
○

近
代
医
学
事
始
め
（
三
）
検
眼
鏡
の
発
明
者
生
理
学
者
に
し
て
物
理
学

者
へ
ル
マ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ッ
和
田
正
系
医
道
の
日
本

三
九
（
七
）
八
一
’
八
二
一
九
八
○
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福
沢
諭
吉
『
西
航
手
帳
』
の
蘭
文
記
事
日
蘭
学
会
会
誌
四
（
二
）
一
‐
ｌ

三
四
一
九
八
○

緒
方
洪
庵
と
適
塾
展
科
学
医
学
資
料
研
究
（
七
五
）
九
一
九
八
○

大
塚
敬
節
氏
追
悼
特
集
漢
方
の
臨
床
一
一
七
（
二
）
四
七
’
八
一
一

九
八
○

烏
取
藩
医
・
青
木
浩
斎
日
本
医
事
新
報
（
二
九
四
六
）
一
八
一
一
九

八
○

ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
に
関
す
る
単
行
本
日
本
医
事
新
報
（
二
九
一
八
）
一
三

○
一
九
八
○

新
宮
凉
庭
に
関
す
る
文
献
日
本
医
事
新
報
（
二
九
一
四
）
一
四
一
一

九
八
○

伝
記
（
双
）

国
⑦
司
日
四
回
目
胃
①
号
呂
く
。
と
小
石
元
瑞
阿
知
波
五
郎
新
医
療
七

（
五
）
一
四
四
’
一
四
五
一
九
八
○

頼
朝
と
政
子
王
丸
勇
日
本
医
事
新
報
（
二
九
二
）
六
一
’
六
二

一
九
八
○

横
浜
外
人
墓
地
に
眠
る
医
人
・
薬
人
大
滝
紀
雄
日
本
医
史
学
雑
誌

二
六
（
三
）
三
三
六
’
三
三
八
一
九
八
○

明
治
期
の
英
文
「
成
医
会
月
報
」
に
投
稿
し
て
い
る
外
国
人
医
師
た
ち

蒲
原
宏
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
三
）
三
二
二
’
三
二
三
一
九

八
○

杢
太
郎
と
啄
木
日
戸
修
一
大
塚
薬
報
（
三
三
四
）
七
二
’
七
六
一

九
八
○

お
玉
ヶ
池
種
痘
所
開
設
を
め
ぐ
っ
て
（
そ
の
二
）
川
路
聖
謨
と
斎
藤
源
蔵

深
瀬
泰
旦
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
四
）
四
二
○
’
四
一
三
一
九

八
○

房
総
の
医
史
と
医
師
荻
生
方
庵
・
理
庵
父
子
（
そ
の
一
’
二
）
堀
部
寿

雄
千
葉
医
師
会
報
三
二
（
三
）
一
六
九
’
一
七
五
一
九
八
○

民
主
医
療
運
動
の
先
駆
者
た
ち
（
四
四
）
金
井
広
と
ス
キ
ー
と
エ
ン
ゲ
ル
ス

増
岡
敏
和
民
医
連
医
療
（
九
五
）
九
四
’
九
五
一
九
八
○

明
治
期
京
都
の
泊
雲
塾
と
塾
友
た
ち
水
原
完
日
本
医
事
新
報
（
二

九
三
七
）
六
一
’
六
四
一
九
八
○

蘭
医
杉
田
家
・
木
下
家
代
を
遺
墨
、
い
わ
ゆ
る
「
木
下
文
書
」
当
資
料
館
に

寄
贈
さ
る
科
学
医
学
資
料
研
究
（
七
五
）
一
’
三
一
九
八
○

伝
染
病
及
予
防
史

種
痘
発
明
百
年
記
念
会
の
こ
と
緒
方
富
雄
科
学
医
学
資
料
研
究
（
七

二
・
七
三
）
四
’
六
一
九
八
○

種
痘
物
語
鍵
山
栄
豐
界
佐
賀
（
五
九
七
）
五
’
七
、
（
五
九
八
）

四
’
六
、
（
六
○
一
）
九
’
二
、
（
六
○
二
）
六
’
九
、
（
六
○
四
）
五

’
七
、
（
六
○
五
）
六
’
八
、
（
六
○
六
）
六
’
九
、
（
六
○
七
）
九
’
一

二
一
九
八
○

ジ
ェ
ン
ナ
ー
「
牛
痘
の
原
因
お
よ
び
作
用
に
関
す
る
研
究
」
に
つ
い
て

川
喜
田
愛
郎
科
学
医
学
資
料
研
究
（
七
八
）
八
’
一
三
一
九
八
○

若
越
コ
レ
ラ
禍
覚
書
補
遺
’
五
１
竹
内
真
一
福
井
県
医
師
会
だ
よ
り

（
二
一
○
）
一
八
’
一
九
一
九
八
○

北
海
道
・
東
北
地
方
の
痘
瘡
流
行
年
表
寺
畑
喜
朔
金
沢
医
科
大
学
教

養
部
論
文
集
八
一
六
九
’
一
七
二
一
九
八
○

明
治
前
の
東
北
地
方
に
お
け
る
痘
瘡
流
行
と
種
痘
に
つ
い
て
寺
畑
喜
朔
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他
一
三
名
金
沢
医
科
大
学
教
養
部
論
文
集
八
一
五
九
’
一
六
八

一
九
八
○

蝦
夷
地
に
お
け
る
種
痘
の
研
究
寺
畑
喜
朔
（
他
八
名
）
金
沢
医
科
大
学

教
養
部
論
文
集
八
一
五
一
一
九
八
○

ア
テ
ナ
イ
の
疫
病
羽
田
同
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
三
）
三
○

一
’
三
○
三
一
九
八
○

天
然
痘
の
終
焉
深
瀬
泰
旦
川
崎
市
医
師
会
報
（
一
三
○
）
四
六
’
四

七
一
九
八
○

お
玉
ケ
池
種
痘
所
開
設
を
め
ぐ
っ
て
深
瀬
泰
旦
日
本
歴
史
（
三
八

八
）
’
七
九
’
八
六
、
医
学
選
粋
（
二
三
）
二
三
’
二
四
一
九
八
○

天
然
痘
と
の
闘
い
を
顧
み
て
藤
野
恒
三
郎
・
福
見
秀
雄
・
加
藤
四
郎
・

大
谷
藤
郎
日
本
医
事
新
報
（
二
九
三
四
）
二
一
’
三
四
一
九
八
○

痘
瘡
お
よ
び
麻
疹
史
資
料
へ
の
疑
義
三
井
駿
一
日
本
医
史
学
雑
誌

二
六
（
三
）
二
九
三
’
二
九
五
一
九
八
○

東
洋
医
学
史

出
土
針
灸
文
物
叢
考
王
雪
苔
著
、
黄
夏
梅
訳
日
本
鍼
灸
治
療
学
会
誌

二
九
（
一
）
三
二
三
’
三
三
二
一
九
八
○

「
千
金
方
」
と
其
の
作
者
孫
思
遡
に
関
す
る
史
的
考
察
趙
有
臣
日

本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
二
）
二
○
四
’
二
二
一
九
八
○

黄
帝
内
経
太
素
戸
田
一
盛
漢
方
の
臨
床
二
七
（
一
）
一
七
’
二
九

一
九
八
○

仙
台
領
の
隠
れ
た
本
草
害
『
賢
親
本
草
』
ヒ
キ
ノ
ヒ
ロ
シ
日
本
医
史

学
雑
誌
一
一
六
（
三
）
三
五
二
’
三
五
三
一
九
八
○

阿
波
漢
方
受
難
史
井
上
肇
堂
と
そ
の
時
代
福
島
義
一
日
本
医
史
学
雑

誌
二
六
（
二
）
一
二
二
’
二
三
○
一
九
八
○

中
国
伝
統
医
学
に
お
け
る
季
節
の
問
題
丸
山
敏
秋
日
本
医
史
学
雑
誌

一
一
六
（
三
）
三
二
九
’
三
三
○
一
九
八
○

黄
帝
と
医
学
Ｉ
『
黄
帝
内
経
』
の
成
立
事
情
を
め
ぐ
っ
て
丸
山
敏
秋

日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
四
）
三
九
六
’
四
一
二
一
九
八
○

中
国
古
代
医
学
に
お
け
る
五
行
論
の
考
察
ｌ
鍼
灸
系
医
学
に
つ
い
て
Ｉ

丸
山
敏
秋
倫
理
思
想
研
究
（
五
）
一
’
一
八
一
九
八
○

日
本
に
お
け
る
漢
方
医
学
今
日
に
い
た
る
歴
史
室
賀
昭
三
現
代
東

洋
医
一
（
一
）
七
九
’
八
二
一
九
八
○

昭
和
五
四
年
漢
方
略
史
年
表
矢
数
道
明
漢
方
の
臨
床
二
七
（
四
）

二
一
’
二
七
一
九
八
○

東
洋
医
学
の
風
と
疾
病
山
本
徳
子
小
児
科
昌
○
具
（
一
四
）
一
六

三
’
一
七
二
一
九
八
○

唐
代
に
お
け
る
翰
林
医
官
山
本
徳
子
立
命
館
文
学
（
四
一
八
’
四
二

一
）
三
四
一
’
三
五
五
一
九
八
○

中
国
伝
統
医
学
（
古
代
）
と
道
教
吉
元
昭
治
日
本
医
史
学
雑
誌
二

六
（
三
）
二
八
三
’
二
八
四
一
九
八
○

〃
上
医
は
国
を
治
し
．
…
：
″
の
出
典
日
本
医
事
新
報
（
二
九
一
四
）
一

四
一
一
九
八
○

内
科
史

呼
吸
器
病
学
の
変
遷
と
共
に
歩
い
た
三
○
年
本
間
日
臣
い
ず
承
二

七
（
五
）
六
’
七
一
九
八
○

江
馬
元
恭
著
『
五
液
診
法
』
に
つ
い
て
安
井
広
瞥
謹
（
復
刊
五
二
）

四
’
二
一
九
八
○
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『
鼈
氏
内
科
学
』
に
つ
い
て
安
井
広
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六

（
三
）
二
八
九
’
二
九
○
一
九
八
○

小
関
三
英
と
内
科
学
山
形
敞
一
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
二
）
一

五
四
’
一
六
九
一
九
八
○

博
物
館

ま
た
あ
た
ら
し
く
緒
方
富
雄
科
学
医
学
資
料
研
究
（
七
二
・
七
三
）
一

’
三
一
九
八
○

資
料
館
だ
よ
り
志
柿
亨
科
学
医
学
資
料
研
究
（
六
九
）
七
’
八
、

（
七
一
）
五
’
八
、
（
七
二
。
七
三
）
一
四
’
一
七
一
九
八
○

北
里
研
究
所
本
館
は
明
治
村
へ
藤
野
恒
三
郎
科
学
医
学
資
料
研
究

（
七
九
）
一
’
七
一
九
八
○

野
間
科
学
医
学
研
究
資
料
館
蔵
書
目
録
抄
科
学
医
学
資
料
研
究
（
七
二

・
七
三
）
一
八
’
一
九
一
九
八
○

病
院
史

作
品
を
と
お
し
て
承
る
松
沢
病
院
一
○
○
年
史
岡
田
靖
雄
日
本
医
史
学

雑
誌
二
六
（
二
）
一
七
○
’
一
八
八
一
九
八
○

北
海
道
大
病
院
会
議
所
の
印
蒲
原
宏
新
潟
県
医
師
会
報
（
三
五

九
）
一
九
八
○

楠
本
県
令
筆
高
田
病
院
創
立
扁
額
蒲
原
宏
新
潟
県
医
師
会
報

（
三
六
二
）
一
九
八
○

風
俗
史

錦
絵
医
学
民
俗
志
中
野
操
一
九
八
○

続
・
川
柳
医
療
風
俗
史
山
本
成
之
助
日
本
医
事
新
報
（
二
九
一
三
）

七
二
’
七
四
、
（
二
九
一
七
）
七
二
’
七
四
、
（
二
九
二
四
）
六
六
’
六
八

（
二
九
二
六
）
七
二
’
七
四
秘
（
二
九
三
九
）
七
三
’
七
四
、
（
二
九
四
三
）

六
八
’
七
○
、
（
二
九
五
二
）
七
二
’
七
四
一
九
八
○

仏
教
医
学

妙
法
蓮
華
経
に
承
え
る
一
症
状
に
つ
い
て
杉
本
茂
春
筈
諄
（
復
刊
五

二
）
一
’
三
一
九
八
○

仏
典
に
承
え
る
健
康
観
と
特
異
な
症
候
群
杉
本
茂
春
日
本
医
史
学
雑
誌

二
六
（
三
）
二
九
六
’
二
九
八
一
九
八
○

ス
シ
ュ
ル
タ
を
通
し
て
仏
典
の
一
症
状
を
訓
む
杉
本
茂
春
医
学
史
研

究
五
四
四
七
六
’
四
八
一
一
九
八
○

長
谷
寺
験
記
に
ゑ
る
治
病
の
利
生
関
根
正
雄
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六

（
四
）
三
七
九
’
三
九
五
一
九
八
○

仏
教
・
ア
ー
『
一
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
医
学
の
研
究
日
本
医
事
新
報
（
二
九
○

八
）
一
四
六
一
九
八
○

放
射
線
医
学
史

ア
イ
ソ
ト
ー
プ
利
用
の
初
期
事
情
木
村
健
二
郎
（
外
四
名
）
］
唖
○
ｓ
胃

Ｚ
ｎ
言
い
（
三
一
○
）
二
’
七
一
九
八
○

麻
酔

麻
酔
の
歴
史
山
村
秀
夫
治
療
学
四
（
五
）
六
八
九
’
六
九
一
一

九
八
○

麻
酔
科
学
史
研
究
最
近
の
知
見

ｌ
わ
が
国
に
お
け
る
。
へ
イ
ン
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
先
駆
者
・
大
久
保
適
斎
ｌ

松
木
明
知
麻
酔
二
九
（
二
）
一
『
八
二
－
一
八
四
一
九
八
○

ｌ
エ
ル
ゥ
ィ
ン
・
フ
刻
ン
・
ベ
ル
ッ
と
産
科
麻
酔
Ｉ
松
木
明
知
麻

酔
二
九
（
三
）
二
八
七
’
二
九
○
一
九
八
○

（88） 380



華
岡
青
洲
の
麻
酔
法
は
い
つ
ま
で
行
な
わ
れ
た
か
松
木
明
知
麻
酔

二
九
（
八
）
八
二
八
’
八
三
○
一
九
八
○

漢
の
名
医
華
陀
は
実
は
。
ヘ
ル
シ
ャ
人
だ
っ
た
松
木
明
知
麻
酔
二

九
（
九
）
九
四
六
’
九
四
八
一
九
八
○

１
国
四
口
口
昌
の
愚
８
９
事
件
松
木
明
知
麻
酔
二
九
（
一
○
）

一
○
七
○
’
一
○
七
四
、
（
二
）
一
五
四
一
‐
ｌ
一
五
四
六

薬
学
史

『
四
民
月
令
』
の
薬
品
赤
堀
昭
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
二
）

一
四
三
’
一
五
三
一
九
八
○

ア
ュ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
の
薬
物
伊
藤
和
洋
日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
三
）

二
六
三
’
二
六
四
一
九
八
○

医
・
薬
学
の
履
歴
書
ほ
と
ん
ど
治
療
効
果
の
な
か
っ
た
テ
リ
ァ
カ
熱

野
誠
新
医
療
七
（
八
）
一
○
二
’
一
○
三
一
九
八
○

薬
祖
神
祭
酒
井
シ
ヅ
ク
リ
ニ
シ
ャ
ン
ニ
七
（
二
八
七
）
二
’
三

一
九
八
○

売
薬
の
引
札
酒
井
シ
ヅ
ク
リ
ニ
シ
ャ
ン
ニ
七
（
二
九
二
）
一
’
二

一
九
八
○

日
本
の
売
薬

せ
ん
秀
一
ん
あ
う
ち

ｌ
栴
檀
と
棟
Ｉ
宗
田
一
医
薬
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
六
（
五
）
一
三

○
’
一
三
三
一
九
八
○

ｌ
ベ
ア
ゾ
ル
石
（
鮓
答
）
Ｉ
宗
田
一
医
薬
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
六

（
六
）
一
○
七
’
一
二
一
九
八
○

Ｉ
福
沢
諭
吉
の
売
薬
論
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
宗
田
一
医
薬
ジ
ャ
ー
ナ

ル
一
六
（
七
）
一
○
九
’
二
三
一
九
八
○

ｌ
類
似
薬
・
偽
薬
Ｉ
宗
田
一
医
薬
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
六
（
八
）

二
三
’
二
六
一
九
八
○

ｌ
『
紅
毛
談
』
の
く
す
り
Ｉ
宗
田
一
医
薬
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
六

（
九
）
一
二
五
’
一
二
八
一
九
八
○

ｌ
樟
脳
Ｉ
宗
田
一
医
薬
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
六
（
二
）
一
二
一

’
一
二
五
一
九
八
○

ｌ
含
鉄
の
石
薬
Ｉ
宗
田
一
医
薬
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
六
（
一
二
）

一
○
四
’
一
○
七
一
九
八
○

水
銀
系
薬
物
製
法
書
九
篇
解
説
宗
田
一
江
戸
科
学
古
典
叢
書
（
二

五
）
三
’
一
八
一
九
八
○

貝
類
生
薬
の
本
草
学
的
研
究
（
第
三
報
）
文
蛤
和
名
考
浜
田
善
利
・
日

高
啓
子
・
村
上
誠
懲
薬
史
学
雑
誌
一
五
（
一
）
一
’
一
○
一
九
八

○

神
農
本
草
経
の
収
載
薬
品
の
配
列
に
つ
い
て
（
二
）
植
物
性
薬
品
浜
田

善
利
薬
史
学
雑
誌
一
五
（
一
）
二
六
’
三
八
一
九
八
○

製
癌
剤
の
歩
承
藤
井
喜
一
郎
医
薬
の
門
二
○
（
六
）
一
二
一
’
一
二

四
一
九
八
○

抗
マ
ラ
リ
ア
剤
の
史
的
展
開
ｌ
ク
ロ
ロ
キ
ン
剤
に
つ
い
て
松
山
恵
子
・

小
川
定
男
医
学
史
研
究
五
三
四
五
八
’
四
六
五
一
九
八
○

薬
物
研
究
の
歴
史
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
の
歴
史
吉
田
博
治
療
学
五

（
二
）
二
四
八
’
二
五
一
一
九
八
○

へ
ボ
ン
膏
と
は
大
滝
紀
雄
日
本
医
事
新
報
（
二
九
○
八
）
一
四
六
一

九
八
○
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医
学
・
歯
学
・
薬
学
の
シ
ン
ボ
ル
「
蛇
杖
」
古
川
明
日
本
医
史
学

雑
誌
二
六
（
三
）
二
五
七
’
二
五
九
一
九
八
○

第
八
師
団
歩
兵
五
連
隊
の
雪
中
行
軍
の
医
学
的
考
察
（
二
）
松
木
明
知

日
本
医
史
学
雑
誌
二
六
（
一
）
四
四
’
五
四
一
九
八
○

そ
の
他

科
学
の

四
「
お
か
た
隠
居
」
よ
り
「
渡
な
べ
御
老
母
様
卯
三
郎
様
」
あ
て
手
紙
に
つ
い
て

神
谷
昭
典
医
学
史
研
究
五
四
五
一
七
’
五
一
九
一
九
八
○

痛
采
の
測
定
ｌ
そ
の
指
標
変
化
と
概
括
阪
本
志
奈
子
医
学
史
研
究

性
教
育
の
体
系
と
方
法
江
川
義
雄
科
学
医
学
資
料
研
究
（
七
○
）
一

蘭
学

『
蘭
学
事
始
』
偶
感

九
一
九
八
○

’
七
一
九
八
○

し
か
し
、
ま
だ
遺
漏
し
た
も
の
も
少
な
く
な
く
編
集
部
で
は
よ
り
多
く

の
情
報
を
集
め
る
こ
と
に
努
力
し
て
お
り
ま
す
。

そ
こ
で
会
員
諸
氏
に
自
著
あ
る
い
は
地
方
誌
ま
た
は
特
殊
誌
に
載
り
、

人
目
に
つ
き
に
く
い
関
係
論
文
に
つ
い
て
の
情
報
を
編
集
部
宛
に
お
よ
せ

い
た
だ
き
た
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

五
四
四
八
二
’
四
九
二
一
九
八
○

り
、
か
な
り
の
実
績
を
あ
げ
て
き
ま
し
た
。

お
願
い

医
史
学
関
係
論
文
目
録
を
毎
年
一
回
本
誌
に
載
せ
る
こ
と
が
恒
例
と
な

閂
『
○
口
ぐ、

一
九
八
○

東
健
彦
信
州
医
誌
二
八
（
二
）
一
六
三
’
一
六

田
崎
哲
郎
科
学
医
学
資
料
研
究
（
七
七
）
七
１
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九
月
例
会
九
月
二
十
六
日
（
土
）

順
天
堂
大
学
医
学
部
九
号
館
一
番
教
室

（
九
月
例
会
は
蘭
学
資
料
研
究
会
と
の
合
同
で
行
な
わ
れ
た
）

五
月
例
会
五
月
二
十
三
日
（
土
）

順
天
堂
大
学
医
学
部
九
号
館
一
番
教
室

一
、
呉
先
生
・
富
士
川
先
生
が
初
め
て
出
会
っ
た
頃
ｌ
わ
が
国

医
史
学
の
濫
膓
を
探
る
岡
田
婿
雄

二
、
土
肥
慶
蔵
と
そ
の
学
統
長
門
谷
洋
治

六
月
例
会
六
月
二
十
七
日
（
土
）
・順

天
堂
大
学
医
学
部
九
号
館
一
番
教
室

一
、
維
新
前
後
の
徽
毒
問
題
に
つ
い
て
原
口
忠
男

二
、
大
目
付
井
上
筑
後
守
政
重
の
オ
ラ
ン
ダ
医
学
へ
の
関
心

長
谷
川
一
夫

四
月
例
会
四
月
二
十
五
日
（
土
）

順
天
堂
大
学
医
学
部
九
号
館
一
番
教
室

一
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
医
史
学
関
係
資
料
並
に
研
究
の
現
況

鹿
子
木
敏
範

二
、
映
画
・
く
す
り
と
日
本
人
ｌ
古
代
か
ら
近
代
薬
の
黎
明
ま

で
Ｉ

Ｉｉ

予
告第

八
十
三
回
日
本
医
史
学
会
総
会
お
知
ら
せ

来
る
六
月
五
日
（
土
）
、
六
日
（
日
）
の
両
日
、
昭
和
五
十
七
年
度
本

学
会
総
会
並
び
に
学
術
大
会
を
京
都
府
医
師
会
館
に
て
開
催
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
守
屋
正
会
長
の
も
と
に
副
会
長
兼
準
備
委
員
長
に
杉
立
義

一
氏
、
副
準
備
委
員
長
に
中
橋
弥
光
氏
と
藤
垣
亀
雄
氏
に
よ
っ
て
準
備
が

着
々
と
す
す
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
当
日
は
学
術
大
会
の
ほ
か
に
「
京
都
医

学
史
」
の
編
纂
に
供
与
さ
れ
た
資
料
の
展
示
会
と
医
学
史
跡
巡
り
が
計
画

さ
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
個
人
的
に
は
な
か
な
か
見
る
こ
と
が
で
き
な

い
も
の
で
す
の
で
、
こ
の
機
会
に
大
勢
の
方
が
参
加
さ
れ
る
こ
と
を
お
す

す
め
い
た
し
ま
す
。

一
、
伊
予
水
軍
↓
切
支
丹
伴
天
連
↓
日
本
洋
楽
事
始
め
↓
ゼ
ー
ラ

ン
ジ
ャ
城
升
本
清

二
、
有
田
樹
林
の
論
文
「
日
本
種
痘
家
ノ
始
祖
」
に
つ
い
て添

川
正
夫
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京
都
府
医
師
会
は
、
昨
年
八
月
に
『
京
都
の
医
学
史
』
刊
行
の
後
、
医
学

史
編
纂
室
を
医
学
史
資
料
室
に
改
組
し
た
が
、
そ
の
機
会
に
広
く
同
学
の
方

々
に
呼
び
か
け
て
、
京
都
医
学
史
研
究
会
を
結
成
し
た
。
以
来
七
カ
月
を
経

過
し
た
の
で
、
こ
の
間
の
活
動
状
況
及
び
今
後
の
事
業
計
画
を
報
告
し
て
大

方
の
御
支
援
を
お
願
い
す
る
。

Ｏ
昭
和
五
十
五
年
十
月
二
十
二
日
、
設
立
総
会
、
於
京
都
府
医
師
会
館
、
出

席
三
十
九
名

会
則
・
幹
事
選
出
・
事
業
計
画
の
決
定

記
念
講
演
「
医
学
史
研
究
の
現
状
」
宗
田
一
氏

○
十
二
月
四
日
例
会
出
席
二
十
四
人

抄
読
会
「
平
安
時
代
の
医
学
」
山
田
重
正
氏

会
員
発
表
「
丹
波
家
の
家
系
」
丹
家
元
晴
氏

○
昭
和
五
十
六
年
一
月
十
日
見
学
及
懇
親
会
出
席
二
十
五
人

南
禅
寺
塔
頭
天
授
庵
（
新
宮
凉
庭
墓
地
）
・
西
福
寺
（
上
田
秋
成
墓
地
及

遣
品
）
を
見
学
の
後
、
料
亭
順
正
（
新
宮
凉
庭
順
正
書
院
跡
）
に
て

竹
沢
徳
敬
氏
の
凉
庭
に
つ
い
て
の
講
演
の
後
に
懇
親
会
を
行
う

。
二
月
五
日
例
会
出
席
二
十
五
人

抄
読
会
「
鎌
倉
時
代
の
医
学
」
山
田
重
正
氏

会
員
発
表
「
医
心
方
の
伝
書
」
杉
立
義
一
氏

ｏ
三
月
七
日
山
脇
東
洋
観
臓
碑
建
立
記
念
講
演
会
出
席
五
十
七
人

Ｉ雑報Ｉ京
都
医
学
史
研
究
会
報
告

Xm=三一
、、、、、

「
歴
史
と
人
物
」
歴
史
家
奈
良
本
辰
也
氏

ｏ
四
月
二
日
例
会
出
席
二
十
八
人

抄
読
会
「
室
町
時
代
の
医
学
」
山
田
重
正
氏

会
員
発
表
「
鎌
倉
・
室
町
時
代
の
疫
疾
」
山
下
喜
明
氏

例
会
は
毎
月
第
一
木
曜
午
後
二
時
’
四
時
に
行
う
抄
読
会
は
「
京
都
の
医

学
史
」
の
執
筆
者
が
各
を
分
担
す
る
。
会
員
数
は
現
在
八
十
人
で
近
畿
一
円

に
及
び
、
職
業
・
年
齢
等
も
各
層
に
わ
た
っ
て
い
る
。

今
年
度
の
事
業
計
画
と
し
て
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

五
月
武
田
薬
品
杏
雨
書
屋
の
春
季
展
見
学
、
六
月
、
七
月
例
会
、
八

月
休
会
、
九
月
例
会
、
十
月
は
設
立
記
念
講
演
会
、
十
一
月
見
学
会
、

十
二
月
例
会
、
一
月
懇
親
会
、
二
月
例
会
、
三
月
記
念
講
演
会
を
行
う

な
お
一
年
に
四
回
宛
会
報
を
配
布
し
、
論
文
集
を
適
時
発
行
の
予
定
で
あ

る
。
本
研
究
会
の
事
務
所
は
京
都
府
医
師
会
館
内
に
あ
る
。

本
会
に
関
し
ま
た
広
く
『
京
都
の
医
学
史
』
に
つ
い
て
、
御
気
づ
き
の
点

が
あ
り
ま
し
た
ら
御
連
絡
を
待
つ
・

杉
立
義
一
記

生
誕
地
碑
建
立

顕
彰
碑
建
立

記
念
展
覧
会

記
念
誌
発
行
（
小
森
玄
良
生
誕
二
百
年
記
念
誌
）

記
念
講
演
会

小
森
玄
良
生
誕
二
百
年
記
念
顕
彰
事
業
報
告
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一
、
生
誕
地
碑
建
立

そ
ぷ
っ

大
垣
市
外
渕
一
丁
目
三
百
九
十
三
番
地
、
大
橋
茂
二
氏
邸
内
・
「
小
森
玄
良
生

誕
之
地
」
碑
、
裏
面
「
昭
和
五
十
六
年
三
月
二
十
九
日
小
森
玄
良
顕
彰
会
」

主
催

小
森
玄
良
顕
彰
会

大
垣
市
医
師
会

大
垣
市
教
育
委
員
会

大
垣
市
文
教
協
会

そぶつ

大垣市外渕1丁目393大橋茂二氏邸

二
、
顕
彰
碑
建
立

し
ん
で
ん
ち
よ
う

大
垣
市
新
田
町
三
百
八
十
番
地
、
大
垣
市
医
師
会
館
前
庭
・
「
小
森
玄
良
顕
彰

碑
」
、
左
側
面
「
昭
和
五
十
六
年
三
月
二
十
九
日
小
森
玄
良
顕
彰
会
」
、
裏

面
「
宮
中
洋
医
の
小
森
玄
良
は
天
明
二
年
大
垣
市
外
渕
で
大
橋
政
右
衛
門
正

成
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
寛
政
三
年
医
家
小
森
義
晴
の
養
嗣
子
と
な
る
。
寛

政
七
年
江
馬
蘭
斎
の
門
に
入
り
文
政
三
年
宮
中
に
仕
官
す
。

天
保
十
三
年
皇
妹
欽
宮
を
診
療
し
た
こ
と
は
蘭
方
医
と
し
て
宮
中
に
入
っ

た
初
め
で
あ
る
。
天
保
十
四
年
従
五
位
下
信
濃
守
に
任
ぜ
ら
れ
、
同
年
五
月

十
三
日
没
し
た
。
享
年
六
十
二
永
観
堂
（
禅
林
寺
）
に
葬
る
」

三
、
記
念
展
覧
会
昭
和
砺
・
３
・
”
１
羽

む
ろ
は
ん
ま
ち

於
大
垣
市
室
本
町
五
文
化
会
館

出
品
目
録

１
小
森
玄
良
に
関
す
る
文
献
『
典
医
の
歴
史
』
『
近
世
名
医
伝
』
『
洋
方
医
伝
』

当患

蕊灘蕊蕊

しんでんちよう

大垣市新田町380大垣市医師会館
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『
日
本
洋
学
史
の
研
究
』
『
京
都
の
医
学
史
』
『
岐
阜
県
郷
土
偉
人
伝
』
『
濃

飛
文
教
史
』
『
山
本
亡
羊
物
産
会
出
品
目
録
』
等
２
小
森
玄
良
像
幅
彩

色
画
像
、
墓
碑
銘
と
同
じ
賛
あ
り
３
生
誕
地
碑
写
真
４
年
譜

５
生
家
写
真
６
解
観
大
意
図
譜
７
江
馬
蘭
斎
墓
碑
拓
本
江
馬
門

人
姓
名
録
西
本
願
寺
御
門
跡
御
病
気
｝
一
付
京
都
へ
罷
越
候
一
件
覚
書
（
江
馬

そ
ぶ
つ
む
ら
へ
き
け
ん
じ

蘭
斎
）
８
宗
門
改
帳
天
明
四
年
外
渕
村
碧
還
寺
、
玄
良
の
幼
名
「
巳
之

助
」
の
記
あ
り
９
新
元
会
図
幅
、
江
馬
蘭
斎
画
像
幅
ｕ
江
馬

蘭
斎
石
膏
像
哩
江
馬
元
益
画
像
幅
過
江
馬
家
伝
来
の
ヒ
ポ
ク
ラ
テ

ス
の
レ
リ
ー
フ
像
哩
江
馬
蘭
学
塾
跡
碑
写
真
過
海
上
随
鴎
墓
写
真

むろぼんまち

大垣市室本町5 大垣市文化会館

略
海
上
随
鴎
位
牌
写
真
Ⅳ
小
森
玄
良
門
人
帳
写
真
蝿
小
森
玄
良
開

業
地
写
真
二
点
四
『
藤
渠
漫
筆
』
第
二
十
八
巻
、
小
森
義
晴
と
玄
良
の

出
会
い
の
記
録
等
江
馬
家
宛
小
森
玄
良
書
状
三
通
加
江
馬
信
成
勤
方
日

記
、
信
成
が
玄
良
に
学
ぶ
こ
ろ
の
記
録
型
文
政
週
医
家
大
相
撲
番
付
写

真
狸
海
上
随
鴎
画
像
幅
詔
不
破
為
信
筆
華
岡
流
手
術
記
録
図
二
十

枚
型
『
西
医
知
要
』
妬
小
森
玄
良
陶
像
及
従
五
位
下
位
記
写
真

配
神
農
図
二
幅
”
佐
藤
一
斎
筆
神
農
図
賛
詩
羽
西
洋
名
医
群
像
画

幅
鯛
小
森
玄
良
筆
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
画
像
蘭
文
賛
幅
及
そ
の
複
刻
江
馬

元
齢
筆
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
画
像
蘭
文
賛
幅
坪
井
信
道
筆
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
画
像

賛
詩
幅
鋤
黒
川
利
雄
筆
扶
氏
医
戒
之
略
幅
間
中
喜
雄
筆
ヒ
ポ
ク
ラ
テ

ス
画
像
と
坪
井
信
道
賛
詩
幅
証
小
森
玄
良
筆
医
筬
幅
記
小
森
玄
良

筆
蘭
文
格
言
写
真
‐
認
シ
ー
ポ
ル
ト
の
手
記
『
江
戸
参
府
紀
行
』
中
の
小

森
玄
良
と
の
交
流
部
分
写
真
型
小
森
玄
良
金
子
千
両
永
納
に
つ
い
て
の

大
垣
藩
証
書
写
真
妬
祇
園
祭
函
谷
鉾
装
具
寄
進
の
証
書
写
真

郡
『
泰
西
方
鑑
』
『
蘭
方
枢
機
』
『
病
因
精
義
』
『
解
臓
図
賦
』
師
小
森
玄

良
墓
写
真
粥
小
森
玄
良
墓
碑
文
拓
本
鍋
桑
原
高
美
「
原
病
学
図
」

幅
如
藤
林
普
山
墓
写
真
虹
京
都
医
家
年
表
“
『
蘭
学
淫
』

『
和
蘭
語
法
解
』
『
訳
鍵
』
“
大
橋
道
鳩
墓
写
真
と
碑
文
拓
本
妬
小

森
家
、
大
橋
家
系
図
巻
妬
大
橋
家
宛
小
森
玄
良
書
状
五
通
釘
小
石

家
宛
小
森
玄
良
書
状
三
通
蛤
打
敷
小
森
玄
良
よ
り
碧
還
寺
へ
寄
進

⑱
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
ブ
ロ
ン
ズ
全
身
像
卵
安
藤
守
一
宮
中
医
口
宣

団
大
橋
家
所
蔵
菊
花
紋
入
茶
碗
艶
華
岡
流
手
術
道
具
詔
百
味
箪
笥

弘
江
馬
塾
使
用
ら
ん
び
き
等
を
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四
、
記
念
誌
発
行
Ｂ
５
横
と
じ
詔
・
ヘ
ー
ジ

目
次

小
森
玄
良
展
に
よ
せ
て
大
垣
市
医
師
会
長
白
木
茂

日
小
森
玄
良
の
生
い
立
ち

。
小
森
玄
良
の
二
人
の
恩
師

江
馬
蘭
斎
と
海
上
随
鴎

白
江
馬
門
人
姓
名
録

画
西
本
願
寺
御
門
跡
御
病
気
二
付
京
都
へ
罷
越
候
一
件
覚
書

江
馬
蘭
斎

㈲
小
森
玄
良
の
屍
体
解
剖

『
解
臓
図
賦
』
『
解
観
大
意
』

㈹
藤
林
普
山
著
『
訳
鍵
』

㈲
小
森
玄
良
の
著
書

『
蘭
方
枢
機
』
『
病
因
精
義
』
等

㈹
小
森
玄
良

固
小
森
玄
良

曽
小
森
玄
良

白
小
森
門
人

㈲
原
病
学
図

『
蘭
方
枢
機
』
『
病
因
精
一

㈹
小
森
玄
良
「
解
剖
図
」

小
森
玄
良
と
シ
ー
ボ
ル
ト

伽
小
森
玄
良
の
書
幅

小
森
門
人
姓
名
録

小
森
玄
良
千
両
献
金
に
付
き
大
垣
藩
証
書

小
森
玄
良
の
「
医
筬
」

医
者
自
然
之
臣

小
森
玄
良
の
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
賛
文

小
森
玄
良
門
人
桑
原
高
美

閏
小
森
玄
良
の
墓

偽
小
森
玄
良
年
譜

執
筆
者
青
木
一
郎
（
日
本
医
史
学
会
会
員
）

細
川
道
夫
（
大
垣
市
文
化
財
審
議
委
員
）

五
、
記
念
講
演
会
昭
和
鏥
・
３
．
羽
文
化
会
館

挨
拶
文
化
会
館
長
鹿
野
幸
吉

日
小
森
玄
良
の
生
涯
細
川
道
夫

。
小
森
玄
良
と
医
学
青
木
一
郎

白
小
森
玄
良
と
語
学
斎
藤
信

附

六
、
小
森
玄
良
筆
「
医
筬
」
複
刻
大
橋
茂
二

七
、
岐
阜
テ
レ
ビ
対
談
「
小
森
玄
良
を
語
る
」

細
川
道
夫
、
青
木
一
郎
昭
和
髄
・
３
・
妬
娼
叩
鋤
’
四
躯
帥

（
記
青
木
一
郎
記
念
誌
、
医
筬
複
刻
希
望
者
は
各
々
五
百
円
切

手
封
入
、
青
木
宛
）

（95）387



第
一
条
こ
の
会
は
、
日
本
医
史
学
会
Ｑ
§
四
目
ｍ
ｏ
ｇ
ｏ
ご
旦
昌
⑰
島
、
匙

国
営
○
暑
）
と
い
う
。

第
二
条
こ
の
会
は
、
事
務
所
を
〒
肥
東
京
都
文
京
区
本
郷
二
’
一
ｌ
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
究
研
し
そ
の
普
及
を
は
か
る
を
目
的
と
す

》
〈
》
◎

第
四
条
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
次
の
事
業
を
行
う
。

①
学
術
集
会
、
そ
の
他
講
演
会
、
学
術
展
観
の
開
催
等

②
機
関
紙
「
日
本
医
史
学
雑
誌
」
「
日
本
医
史
学
会
会
報
」
お
よ
び
関

係
図
書
等
の
刊
行
。

⑥
日
本
の
医
史
学
界
を
代
表
し
て
、
内
外
の
関
連
学
術
団
体
等
と
の
連

携
側
そ
の
他
前
条
の
目
的
を
達
成
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
。

①
正
会
員

こ
の
会
の
目
的
に
賛
同
し
会
費
年
額
五
、
○
○
○
円
を
納
め
る
者

た
だ
し
、
外
国
居
住
者
は
年
額
鋤
ド
ル
と
す
る
。

⑨
名
誉
会
貝

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
。

⑧
賛
助
会
員

こ
の
会
の
目
的
事
業
に
賛
助
し
会
費
年
額
一
○
、
○
○
○
円
以
上
を
納

日
本
医
史
学
会
会
則
抄

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
二
、
○
○
○
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
。

仙
三
十
年
以
上
の
在
籍
正
会
員
で
あ
っ
て
七
十
歳
に
達
し
た
者
。

②
前
理
事
長
。

③
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
第
六
条
及
び
第
八
条
の
会
員
の
資
格
取
得
は
会
費
納
入
日
よ
り
始

ま
る
。

第
十
条
会
員
に
は
次
の
権
利
が
あ
る
。

⑩
こ
の
会
の
発
行
す
る
機
関
誌
の
無
償
配
布
を
う
け
る
こ
と
。

②
機
関
誌
に
投
稿
す
る
こ
と
。

③
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
一
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
な
い
。

第
十
二
条
会
員
は
次
の
事
由
に
よ
っ
て
そ
の
資
格
を
失
う
。

⑩
退
会

②
会
費
の
滞
納
が
一
年
以
上
を
経
過
し
た
と
き
。

⑧
禁
治
産
、
準
禁
治
産
ま
た
は
破
産
の
宣
告
。

④
死
亡
、
失
院
宣
告
ま
た
は
会
員
で
あ
る
団
体
の
解
散
。
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⑤
第
十
四
条
に
よ
る
除
名
処
分
。

第
十
三
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
。

１
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
る
。

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
画
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
。

も
学
術
集
会
は
、
随
事
理
事
長
主
宰
の
も
と
に
開
く
こ
と
が
で
き
る
。

文
部
省
科
学
研
究
費
学
術
定
期
刊
行
物
補
助
金
を
受
け
る

本
誌
は
昨
年
度
に
ひ
き
つ
づ
き
文
部
省
の
科
学
研
究
費
補
助
金
の
交
付
を

受
け
て
刊
行
し
て
い
る
。

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
会
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
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
等
を
除
く
）
で
五
印
刷
ペ
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
費
を
著
者
の
負
担
と
す
る
。
但
し
欧
文
原
著
に
お
い
て
は
三
印

刷
。
ヘ
ー
ジ
ま
で
を
無
料
と
す
る
。
図
表
の
製
版
代
は
実
費
を
徴
収
す
る
。

校
正
原
著
に
つ
い
て
は
初
校
を
著
者
校
正
と
し
、
二
校
以
後
は
編
集

委
員
会
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
郷
二
丁
目
一
の
一
、
順
天
堂
大
学
医
学
部

医
史
学
研
究
室
内
日
本
医
史
学
会

編
集
委
員
大
鳥
間
三
郎
、
大
塚
恭
男
、
蔵
方
宏
昌
、
酒
井
シ
ヅ
、
樋
口
誠

太
郎
、
三
輪
卓
爾
、
室
賀
昭
三
、
矢
数
圭
堂
、
矢
部
一
郎

編
集
顧
問
小
川
鼎
三
、
Ａ
・
Ｗ
・
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン

事
務
担
当
鈴
木
滋
子

『
日
本
医
史
学
雑
誌
』
投
稿
規
定
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日
本
医
史
学
会
役
員
氏
名
（
五
十
音
順
）

理
事
長
小
川
鼎
三

会
長
高
山
坦
三

常
任
理
事
大
鳥
蘭
三
郎
大
塚
恭
男

宗
田
一

会
計
監
事
関
根
正
雄
堀
江
健
也

理
事石

原
力
大
滝
紀
雄
大
塚
恭
男

大
鳥
蘭
三
郎
緒
方
富
雄
小
川
鼎
三

蒲
原
宏
酒
井
シ
ヅ
酒
井
恒

杉
田
暉
道
鈴
木
勝
宗
田
一

中
野
操
長
門
谷
洋
治
富
士
川
英
郎

藤
野
恒
三
郎
古
川
明
三
木
栄

矢
数
道
明
谷
津
三
雄
矢
部
一
郎

山
形
敞
一

幹
事蔵

方
宏
昌
酒
井
シ
ヅ
杉
田
暉
道

谷
津
三
雄
矢
部
一
郎

評
議
員青

木
一
郎
青
木
允
夫
赤
堀
昭

安
芸
基
雄
今
市
正
義
岩
治
勇
一

内
田
醇
江
川
義
雄
岡
田
博

奥
村
武
片
桐
一
男
川
島
恂
二

久
志
本
常
孝
蔵
方
宏
昌
榊
原
悠
紀
田
郎

末
中
哲
夫
杉
立
義
一
鈴
木
正
夫

鈴
木
宜
民
関
根
正
雄
瀬
戸
俊
一

高
木
圭
二
郎
高
瀬
武
平
高
山
坦
三

田
代
逸
郎
田
中
助
一
津
田
進
三

編
集
後
記

外
国
の
学
者
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
る
機
会
が
近

年
増
え
た
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
喜
ば
し

い
。
こ
こ
に
書
く
の
は
、
時
お
り
の
悩
承
と
、
立

場
を
か
え
た
小
体
験
の
こ
と
で
あ
る
。

同
じ
横
文
字
圏
で
も
、
母
国
語
以
外
で
書
か
れ

た
も
の
に
は
、
私
な
ど
の
目
に
も
、
か
な
り
無
理

、
、

な
言
い
回
し
や
く
せ
が
混
ざ
っ
た
り
す
る
。
し
か

し
、
明
ら
か
な
誤
綴
だ
と
か
、
直
し
て
も
原
意
を

曲
げ
な
い
と
い
う
よ
ほ
ど
の
確
信
で
も
な
い
か
ぎ

り
、
不
自
然
さ
が
残
っ
て
も
、
や
は
り
原
文
を
尊

重
す
る
ほ
う
に
ウ
ェ
イ
ト
を
か
け
る
の
が
、
編
集

サ
イ
ド
の
人
間
の
守
る
べ
き
態
度
な
の
だ
ろ
う
。

名
誉
会
員

阿
知
波
五
郎

大
矢
全
節

杉
靖
三
郎

筒
井

中
沢

服
部

堀
江

松
木

室
賀

山
下

山
中

正
弘修

敏
良

健
也

明
知

昭
三

喜
明

太
木

赤
松

王
丸

三
廼

土
屋
重
朗
中
川
米
造

中
西
啓
中
山
沃

樋
口
誠
太
郎
福
島
義
一

本
間
邦
則
丸
山
博

三
浦
登
彦
三
輪
卓
爾

守
屋
正
矢
数
圭
堂

山
田
光
胤
安
井
広

米
田
正
治
渡
辺
左
武
郎

（
理
事
の
名
は
省
略
）

俊金
一勇芳

石
川

佐
藤

吉
岡

博 美 光
人 実 昭

昭
和
五
十
六
年
十
月
二
十
五
日
印
刷

昭
和
五
十
六
年
十
月
三
十
日
発
行

日
本
医
史
学
雑
誌

第
二
十
七
巻
第
四
号

編
集
者
代
表
大
鳥
蘭
三
郎

発
行
者
日
峠
塞
史
棹
樵
鼎
三

〒
一
三
東
京
都
文
京
区
本
郷
｜
工
‐
｜

順
天
堂
大
学
医
学
部

医
史
学
研
究
室
内

振
替
東
京
不
一
言
一
言
番

印
刷
所
三
報
社
印
刷
株
式
会
社

〒
一
美
東
京
都
江
東
区
亀
戸

先
ご
ろ
自
分
の
書
い
た
英
文
の
論
文
が
、
米
国

の
学
者
に
直
さ
れ
て
、
結
果
的
に
事
実
の
誤
り
が

数
箇
所
生
ま
れ
る
形
で
印
刷
に
な
る
と
い
う
経
験

を
し
た
。
母
国
語
で
あ
る
の
と
、
そ
う
で
な
い
の

と
の
差
は
決
定
的
で
あ
る
。
だ
が
、
根
本
的
に
い

う
と
、
母
国
語
で
書
く
場
合
も
含
め
て
、
自
分
の

書
い
た
も
の
を
、
読
む
側
に
回
り
直
し
て
、
冷
酷

に
検
討
す
る
用
意
を
尽
く
す
と
い
う
こ
と
し
か
な

い
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

（
Ｔ
・
Ｍ
・
）
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巻
冊

３
‐
全
全
医
範
提
綱
本
文

土
佐
楮
手
漉
和
紙
・
精

函
凹
函
凹
巧
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
・

弗
糸

提
提
岬
識
餓
貼
特
製
雌
入

範
範
罎
癖
鐡
伺
耀
灘

医
医
タ
イ
プ
印
刷
濃
紺
地

布
貼
特
製
畉
入

蘭
景
蘭
景

和
内
和
内
限
定
版
一
一
一
○
○
部

頒
価
三
八
、
○
○
○
円

ア
率
権
輪
惑
雛
鯆
華
辨
鮮
製
泌
行

ル
ミ
シ
語
の
原
著
第
二
版
の
蘭
訳
本
で
あ
る
．

へ
Ｔ
ｒ
畷
織
州
こ
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phase,adjustmentsinthelifbstyleshouldbemadewhich.allowbetter

adaptationtotheenvironmentandasenseofhavinglearnedsome-
thingfifomtheexperienceoftheillness.

Someadvocatesofsuchnewapproachesbelievethattreatmentof

alltypesofdiseaseGanbeencompassedundersuchamodel,but
wemustbewareoffallingintotheoldtrapoftryingtofbrceevery-‘

thingtobesubsumedunderonemodelsimplybecauseitfbelscog-
nitivelysatisfying.Withthisreservationinmindwemustcontinue

totrytosynthesizetheworldviewsofholismandreductionismso

thattherecanbeavarietyofwaysofdealingwiththecomplexities
ofhealthandillness,butnotwiththeultimateohjectiveofthe
conquestofalldisease・Certainlypainandsuifbringshouldbere-

lievedwhereeverpossiblebutDubos(1959)haspointedoutthearro-

ganceofimaginingthatwecanovercomediseasecompletelyandwe:
mustalsolearnhowtoadapt,adjustandacceptattimesaswell.

NOTES

1)InthepracticeofEastAsianmedicineinmodernJapanthesystemofnu-
〃

mericalemblemsistotallydisregardedandtheFiveEvolutivePhasetheoryis
eitheronlymarginallyacceptedoralsodisregarded.Despitethis,inthepractice
ofkamp6(EastAsianmedicinewheretheuseofherbaltherapyiscentralto
thetherapeuticprocess),emphasisisonDubog"physiological"model・multi-

夕

causationofdisease,andtlleinter-relationshipofallofthebodyparts(Otsuka:

1971).Ontllcotherhand,tllepracticeofacupuncture,moxibustionormassage
bylicenscdpractitionersisoftenreducedtoahighlymechanicalprocessand
theoriginalprinciplesofEastAsianmedicinearefiFequentlyalmosttotally‘
abandonedtoday.

2)InNorthAmerica,wherethere.arefbwer6nanciallimitationsontheexpansion
oftechnologythaninEuropethebiomedicalmodelprobablyappearsinthe
mostextremefbrm.ArticlessuchasthatofEngelcitedabovehaveappeared
largelyinresponsetotheNorthAmericanSituation.
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systemstheorytojustilythisapproach.Hestatesthat:

Bytreatingsetsofrelatedeventscollectivelyassystemsmanifbst-

ingfimctionsandpropertiesonthespecificlevelofthewhole,

hasmadepossiblerecognitionofisomorphiesacrossdiffbrentlevels

oforganization,asmolecules,cells,organs>theorganism,the

person,thefamily,thesocietyorthebiosphere.Fromsuch

isomorphiescanbedevelopedfmdamentallawsandprinciples

thatoperatecommonlyatalllevelsoforganization>ascompared

tothosewhich･areuniquefbreach.Sincesystemstheoryholds

thatalllevelsoforganizationare･linkedtoeachotherinahiera-

rchicalrelationshipsothatchangeinoneaffectschangeinthe

othersitsadoptionasascientificapproachshoulddomuchto

mitigatetheholist-reductionistdichotomyandimprovecommuni-

cationacrossscientificdisciplines(1977:134).

Obviouslythismeansamajorre-organizationofmedicalcare

involvinginitiallyareversalofthetrendtowardsmorecentralization.

Medicalstudentswouldhavetobetrainedonceagaintoputtrust

inqualitativedataaswellasquantitativedataandprobablyin

additiontoacceptthat,fbrchronicsickness,therolesofparamedicals,

thefamilyandpatientsshouldbegivenequalvaluetothatofthe
doctor.

ThereareofcourscgroupsbothinJapanandtheWestwho

arealrcadyexperimentingwiththeseideas・Onesuchgroup(Remen;

1975)hasvisualizedtheirbasic'nodelfbrthesicknessepisodeasone

ofaspiral.Theybelievethattheconceptusedinthebiomedical

modelofreturningthepatienttothepointwhereheorshestarted

befbretheillnessoccuredisinadequate.Incontrasttheydividethe

illnessepisodeintothreebasicperiodsonanascendingspiral.During

thefirstperiodafiertheshockofsustainingtheillness､thepatientis

relativelypassiveandwillingtobeactedupon;inthesecondphase

(oftenlabelledasthenon-compliantphaseinthebiomedicalworld)

thepatientconsiderswhythisincidentshouldhaveoccured;itisa

timefbrquestioningandreHection.Psychotherapy,familytherapy

andmeditative-typetechniquescanhelPatthispoint.Inthefinal
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toolongisoneproblemresultinginnausea,dizzinessandfainting.

Thedoctor'sphilosphyisstilltoremovethesymptomsasfastaspos-

sibleanditisjustifiedbystatingthatthepatientshavepressures

togetbacktotheirregularlifb-style(personalcommunication).A

secondexampleis血rnishedbyadoctorwhobelievesstronglyfi･om

hisownexperienceofseveralyearsofpracticethatacupuncture

works,butwhostates<GI'mnotpaidbymyhospitaltositaround

andtalktopatientsalldaywhileltreatthem.''Thisyoungdoctor
believesthatheonlvearnshismonevwhenhelimitshimselftothe

‘ ‘

engineeringapproach.

Inactualpracticethereare,ofcourse,manydoctorswhodeviate

fi､omthebiomedicalmodel,whoacknowledgepsycho-socialfactorsin

diseasecausationandwhohavegoodcommunicationwiththeir

patients.Itisthesedoctorswhoaretodayquestioningthemodel

anditsphilosophicalfbundations.Furthermore,medicineinNorth

Americaisconsiderablypluralistic,thoughnottothesameextentaS

Japan,andtherearemanydoctorsandpatientswhoconsistentlyuse

andseekalternativeapproachestomedicalcare.

TOWARDSCOMPLEMENTARITYINMEDICINE

Withchangesinepidemiologyofdiseaseandanincreaseinthe

incidenceofchronicproblemssomereassessmentofthebiomedical

modelisperhapsinorder.IftheworkofPowles,Syme,Simonton

andotherisacceptedandacteduponthenitbecomesimperative

thatwedevoteourenergiestowardspreventivemedicineandpartic-

ularlytowardssocialresponsibilityincareoftheenvironmentandin

productsfbrdirectandindirecthumanconsumption・Theremust

therefbrebebettercommunicationbetweentheworldsofpolitics,

business,science,healthcare,andlaypeople.Thecurrentinvolve-

mentofvariousinterestgroups>includingthegeneralpublic,inthe

issuesrevolvingaroundtheproblemsofgeneticengineeringisan

exampleofsuchanattempt.Secondly,oncechronicsicknessdoes

arise,itsmanagementisbesthandledinthecontextofthelifb

historyandcurrentlifbstyleofthepatient.Engelusesgeneral
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health''(Thomas,1974:96)andpatients@chavebecomehealthcon-

"InHuenced，nodoubt,bytheChristianviewofmanasaSulners．〃

sinner,andofthingsoftheHeshasweak,thereisoftenanimplicit

assumptionmadeinWesternmedicinethatthebodyisa@Gteetering,

falliblecontraption,alwaysneedingwatchingandpatching,always

onthevergeofHappingtopieces;thisisthedoctrinethatpeople

hearmostoften,andmosteloquently,onallourinfbrmationmedia.

(Thomas,1974:98).Thismistrustisenhancedbythenotionthat

natureisalsocapriciousandunpredictable,andthatman,using

objectiveandrationalanalysis,candobetter.Inmedicalpractice

thiscanmean,fbrexample,thatsymptomswhichprovehardto

quantifytendtobeclassifiedas@:allinthemind,"unscienti6c,and
therefbreoutsidetherealmofmedicine.Moreover,sinceitisbelieved

thatmanhaslittlevoluntarycontroloverphysicalchangesinhis

body,thedoctorassumesalargeportionofresponsibilityfbrthe

healingprocess.

Giventhisworldview,apatientoftenlearnstoignoreandsup-

pressearlysymptomsofillness,relinquishselfresponsibilityfbrhealth

andtoleanheavilyonprofbssionaladvice.Onebuyshealth,acom-

modity,fiOmhealthprofbssionals-health,likedisease,hasbecomean

entityseparatefi､omhumanbeings.Initsextremefbrm,thedoctor
inthismodelcanbecomeatechnician,aplumberandanengineer.

Atthesocialleveltherefbre,illnessdoesnotservetouniteprimary

groupsasitcandoinJapan・Itisregardedasanindividualevent

fbrtheoriginsofwhichtheimmediatefamily,theemployerand

othersfbelnoresponsibility.Sicknessfi･equentlyarousesfbelingsof

anxietyandguilt-one'sbodyhasletonedowncausingtroubletoself

andothers.Patientsdesirefastactingmedicineandrapidsymptom

removalsothattheycanovercomethisintrusionintotheirlivesas

quicklyaspossible.

Finally,itisofinteresttonotethataconsiderablenumberof

thedoctorswhoareexperimentingwiththeapplicationofacupunc-

tureintheUnitedStatesarerunningintopredictabledifficulties.

Overstimulationofpatientsthroughusinglargeneedlestoooftenand
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tiveaspectsofhealthcarehavebeenrelegatedtosecondaryimpor-

tance,atendencywhichhasbecomepartiCularlyprominentsince

infbctiousdiseasesnolongerpresentamajorhazard.

Diagnosisisdesignedtoelicitspecificcausesandlocationsof

diseasebyusingtheoriesofdeductionandtechniquestoenable

quantification.Thepatientisnotrequiredtoparticipatemorethan

minimallyandpersonalfbelingsabouttheillness,otherthangeneral

statementsaboutthelocationofpain,fbrexampletendtoobstruct

ratherthanaiddiagnosis.Technologyhas,ofcourse,improvedthe

accuracyofdiagnosisbutoftenattheexpenseofdoctor-patientin-

teraction.Explanationsfbrthebenefitofthepatienttendtobe

reductionisticandintermsofmechanisticorphysicalmalfilnctioning
ofthebody.

Inshamanisticmedicalmodelsexplanationsfbrtheoriginsofthe

intrudingdiseasc-producingentitiesaregivenlarJlyinsocialterms-

breachoftaboo,jealousyandsoon,butinthebiomedicalmodel

originalcausesarenotconsideredofgreatimportance.Thepatient

isgivenlittlecognitiveinfbrmationwithwhichtotryandfitthe

illnessexperienceintohisorherparticularlifbstyleandsocialcir-

cumstances-thediseaseisregardedasanunwantedintrusion,somewhat

arbitrary,highlydisruptiveandwithnomeaningbeyondthephysical

realm.Theultimatepurposeofdiagnosisistocategorizeandlabel

thepatientasadiseasetypeandthusobiectilytheproblem.With

objectificationthcexperienccofillnessisnolongerofimportance,

norevenareminorsymptoms.Treatmentisprescribedaccordingto

thediseaselabelandnotfbrtheactualpatient.Itisthusstandard-

izedtoamuchgreaterdegreethanEastAsianmedicineandis

designedtoremovetheprincipalsymptomsasrapidlyaspossible.

Healthandill-healthareviewedlargelyasadichotomy,theone

good,theothel、bad.Parsons'elaborationofthesickroleasdevi-

ancyexemplifiesthisapproach(1951:453).Furthermore,thereisan

historicalprecedent,andstillveryapparentinAmericanmedicine,

thatonecanbuyperfbcthealth.The<(Healthlndustry''isalledged

toturnout:<ondemandasingle,unambiguousproductwhichis
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thoseofanalysisinthatitisassumedthatentitiescanbeinvestigated

byreducingthemtoisolablecausalchainsorunitsfi､omwhichitis
believedthewholecanthenbeunderstood.Inordertoundertake

analysissuccessfi'llyitisnecessaryfbrtheinvestigatortoassumea

positionofarational)isolatedobserver,a.positionwhichhasbeen

definedasthe"mythofobjectiveconsciousnesf'(Roszak,1970:205).

Man,therefbre,comestobeviewedasseparatefi､omnature,and

fi､omothermen,amachinetoberepairedwhendiseased,usinga

mechanistic,quantifiableapproachwhereeverpossible・Inthismodel
thefbcusisontheactualdiseaseandattemptstocureit・The

experienceoftheillnessthatthepatientundergoesisofsecondaryim-

portanceandbearslittlerelevancetoefficacywhichismeasuredlargely

intermsofsymptomremoval.

ItisimportanttounderstandthatfbrmodernWesternsociety

biomedicinenotonlyprovidesthebasisfbrthestudyofdiseasebut

hasbecomeinadditionthedominantfblkmodel(Fabrega,1975).

Bothpatientsanddoctorsaresocializedintoattitudesandbeliefbre-

gardinghealthandsicknesswhicharederivedfi､ombiomedicalprinci-

plesandhenceasEngelstates:<GThebiomedicalmodelhasbecome

aculturalimperative,itslimitationseasilyoverlooked.Inbrief;it

hasnowacquirethestatusofadogma.''(1977:130).

DISEASECAUSATION，DIAGNOSISANDTHERAPY

The@contological''doctrineisdo,ninantinWesternmedicineand

itisinterestingtonotethatitsharesthisbeliefsystemwithshaman-

isticmedicalsystems-itissimplythenatureoftheintrudingentity

whichhasbeenredefined，Whendiseasesareviewedassomething

apartandseparatefiFomthepatientthenbothpatientsanddoctors,

andthisistrueeventoday(Engel,1962),tendtoconsiderthecuring

processasabattleinwhichtheintrudingaJntmustbeattacked

anddestroyed.Thismeansthattherapywhichisflstactingand

whichdramaticallyremovesspecificsymptomswillbemostvalued>

evenattheexpenseoftoxicside-eflEcts.

Becauseofthediseaseorientedmodelofbiomedicine,thepreven-
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thetheoreticalassumptionsuponwhichmodernmedicalpracticeis

based2・Someofthehistoricalantecedentsofthisapproachcanbe
fbundinChristianity.Rasmussenidentifiesonecauseastheconcession

bythechurchtoallowdissectionofthehumanbodyasearlyasthe

14thcentury,becausethebodywasviewedasa<Gweakandimperfbct

vessel''unlikeman'smindwhichwasnotoPentomedicalinvestiga-
tion.(1975:969)

Dualismincategorization,acharacteristicfbatureofWestern

thinkingdocumentedsincethetimeofAristotle,wasthusreinfbrced

throughChristianity.Themind-bodysplitisstilltobefbundin

modernmedicalpracticeandarecentexampleisfhrnishedbyLudwig,
apsychiatrist:

Whatdistinguishesthemedicalmodelfiomnon-medicalmodels

...isnotsomuchitsrelianceonscientificmethodbutrathera

philosophicalorientationtoWrarddealingwithsymptomsandsigns

ofpatients,i.e.,thatsu伍cientdeviationfi､omnormalrepresents
“β"e,thatthediseaSeisduetoknownOrunl<nown〃αj"γα/cα"38s，

andthateliminationofthesecauseswillresultinc"γgorimpro-
vementinindividualpatients.(1975:603).

Ludwigbelievesthatthisargumentholdsevenfbrpsychiatric
diseasesandadds:

Accordingtothisconceptualization,disorderssuchasproblems
ofliving,socialadjustmentreactions,characterdisorders,malada-

ptivelearningpatterns,dependencysyndromes,existentialdepres-
sions,andvarioussocialdeviancyconditionswouldbeexcluded

fi､omtheconceptofmentalillness,sincethesedisordersarisein

individualswithpresumablyintactneurophysiologicalfimctioning

andareproducedprimarilybypsychosocialvariables.(1975:604).

Theseproblemsareoutsideoftherealmofmedicineaccording

toLudwigandshouldaccordinglybedealtwithbynonmedical
profbssionals.

Historically,classicalNewtonianscienceaddeditsinHuenceto

thedoctrineofdualismandthenotionofthebodVasamachine
〃

becamedominantinWesternmedicine.Thebasicprinciplesare
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inthathetakesresponsibilityfbrintroducingchangesatthephysical

levelonly;heexpectsactiveparticipationonthepartofboththe

patientandtheftLmily.Theseideasarereinfbrcedbythebelief

systemandphilosophyusedintheapplicationoftraditionalEast
Asianmedicine.abeliefsvstemwhichtheoreticallvisneithermecha-

グ 〃 ‘

nisticorreductionistic.However,inactualpractice,aspointedout

above,thereisatendencytofbcusonthephysicalaspectsoftheillness

episodebyallpeopleconcerned.

InconclusionitcannotbestatedtoostronglythatmodernJapan

isanextremelycomplexsocietywithnumerousbeliefsystems.Today

ofcoursemostmedicineisinthewesternstylebutinactualpractice

sometraditionalbeliefbfi､omEastAsianmedicinecanbedetectedin

itspractice.(Lock,1980:257H､).Inaddition)sciencehasinHuenced

thepracticeofEastAsianmedicinetoaconsiderabledegree-atopic

whichisoutsidethescopeofthispaper.Finally,thephilosophyof

Shint6(whichusesan:Gontological''doctrineregardingmedicalbeliefb)

stillplaysanimportantroleintheJapaneseethostoday.

MANASMACHINE:T円EWESTERNMODFT,

Thedominantmodelusedincosmopolitanmedicinetodayis

biomedical,withmolecularbiologyasitsbasicscientificdiscipline.

Engelstatesofthismodel.

ItassumesdiseasetobefUllyaccountedfbrbydeviationsfi､om

thenormofmeasurablebiological(somatic)variables.Itleaves

noroomwithinitsfi･amworkfbrthesocial,psychological,and

behavioraldimensionsofillness.Thebiomedicalmodelnotonly

requiresthatdiseasebedealtwithasanentityindependentofsocial

behavior,italsodemandsthatbehavioralabberationsbeexplained

onthebasisofdisorderedsomatic(biochemicalorneurophysiological)

processes.Thusthebiomedicalmodelembracesbothreductionism,

thephilosophicviewthatcomplexphenomenaareultimatelyderived

fiomasingleprimaryprinciple,andmind-bodydualism,thedoctrine

thatseparateSthementalfi､omthesomatic.(1977:130).

Thisstatementisperhapsextremebutitisanattempttoclarify
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RatherthansuHbringtheindignityandtheunbearablesenseof

obligationincurredbybeingdependentonherhusband'sfamily

mostyoungwomen,eventoday,opttoreturntotheirownparents

iftheybecomemorethanmildlyill，Itisonlywiththeirown

motherthattheycanescapenormalsocialrestrictionssu伍cientlyto

relaxandrecover.Thatthislackofopportunitytoα加配γ〃isasource

ofstressisacknowledgedbymanypeoplewhoseewomenasmore
vulnerablethanmentosickness.

Societyatlargeismodelledprimarilyonpatternsoffamilystructure

anddynamics(Nakane,1970).Inreturnfbrthededicationandhard

workthatemployersinJapanreceivethereisanimplicitacknowled-

gementofpartialresponsibilityfbrthemaintenanceofaworker's

healthamongotherthings.Organizedgroupexercise,whichiscus-

tomarythroughouttheday,isnot.simplytoraisemoralebutto

restorebalancetothebody.Moreover,sickleaveisextremelyJn-

erousbyAmericanstandards-theusualpolicyisuptosixmonths

sickleaveonfilllsalary(Lock,1980:232).Finallyitshouldbemen-

tionedthatmedicalinsurancecompaniesinJapanallowamuch

lonJrtimefbrrecoveryfi･omillnessthanistruefbrtheUnitedStates,

thusindicatingimplicitlyabeliefintheimportanceofaslowrecov-

erybeyondmeresymptomremoval.

SUMMARY

Theinter-relationshipofsociety,thefamilyandindividualhealth

isrecognizedandacteduponeveninmodernJapan.Becomingsick

isnotaneventtobehandledlargelybytheindividualbuttobe

sharedbytheprimarygroupstowhichheorshebelongs.Thesick

roleisnotusuallyseenasdeviant(Parsons,1958)butisanatural

situationwhichcanbeviewedquitepositivelyasatimefbrgrowth,

andhencesymptomremovalisnotequatedwithacure・Societyis

structuredtoallowtimeout,a@Climinalperiod''(Turner,1969:67)

inwhichtheexperienceoftheillnesscanbehandledintermsof

oneofthecentralmythologiesofJapanesesociety-themaintenanceof

goodsocialrelationships.Theroleofthedoctorisrelativelylimited
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careofbyawomantoelicitreactionsonthetopicofillness.Re-

sponsestothepictureweremostly,onseeingthemanreceiving

sympatheticconcern,thatitgavea<Cgood企eling.''Minorand

chronicillnessescanapparentlyhavewhatCaudilltermedan@Gego-
Cg

syntonic''quality.Moreover,theresponsesindicatedthatillnessisa

chancefbrnon-verbalcommunicationbetweenpeople.Followingis

anexerptfiFomastorygiveninresponsetothepicture:

Japanesewon'texpresstheirfbelingssuchas"Iloveyou''or:@I

likeyou''or<<Idislikeyou''orthatsortofthinginwords.

Ratherthanusingwords,theyoftenshowtheirfbelingsintheir

behaviorandsicktimeisaverygoodtimefbrthis..''(1962:119).

Thecommunicativenatureofsicknesshasbeenconfirmedbvother
〃

infbrmants.Thefbllowingstatementwasmadebyayoungmale

physiologist:@6SomeJapanesebelievethatillnessisafavorablesign.

Itgivespeopleachancetostopandthinkaboutlifbanddeathand

beinghumanandthingslikethat.''(Lock,1980:230).

Enjoymentofmildillnessandfbelingsofresponsibilitynotto

becomeillareofcourseinconHict,andthesetwoattitudesappar-

antlysymbolizetheconHictofallsocieties,thatoftheindividual

andhisneedsversusgroupdemands.Sicknesscanserveinaway

toindicatejusthowhardonehasbeenworkingfbrthesakeofthe

group-imbalanceshavearisenduetoexcessivestrain.Thesickrole

cantherefbrebeusedasatimefbrtakingstock,fbrreenfbrcinggood

familyrelationshipsandfbrpsychologicalgrowth.Giventheseatti-

tudes,therapywhoseactionisrelativelyslowandgentlewillbe

valued.Itshouldbepointedoutthatthepatterndescribedaboveis

moreappropriatefbrmenandthatfbrayoungwomantheexperience

ofillnesscanberatherdiffbrnt.ResponsestoTATcards(DeVos

andWagatsuma,1973:131)showthatbothsexesareworriedabout

theoccurenceofsicknessinwomen.Thereisnoleewavinthe
′

traditionalJapanesefamilysystemfbrayoungwomantobeovertly,

emotionallydependentuponherhusbandorhisfamily.Shemust

nurtureherhusband,herchildrenandherparents-in-lawthrough

illnessesbutwhensheherselfbecomesilltherecanbenorolereversal.
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Conversely,andperhapsevenmoreimportant,thepresenceofasick

personindicatestothosearoundhimorherthatthedemandsof

societyhavebecometemporarilyoverwhelmingandthatsocialrelations

shouldbere-examinedandpossiblyre-structured，Somaticcomplaints

therefbreoftensymbolizesocialandpsychologicalproblemsabout

whichopendiscussionandcriticismisnotculturallyacceptable.

Bothpatientsandtheirfamiliesanddoctorsareabletocometoterms

with,andattempttoresolvethetensionsbyfbcusingdiscussionand

actionaroundsomaticcomplaints.

SICKNESS,THEFAMILYANDSOCIETY

Thefamily,ofcourse,isthearchetypalgroupinJapan,abinding

andcohesivefbrcewhichbecauseofitsverticalorientationandem-

phasisoncontinuityfiPompatienttochildprovidesastronginfluence

throughoutthelifbcycleofanindividual・Asaunititisviewedas

moreimportant,moreinstrumentallyeffbCtiveandmoreenduring
thanthesumofitsindividualmembers.

Despitecohesiveness,withinthefamilyeachmemberisassigned

aclearlydefinedrolewhichcarriesindividualresponsibility.Actions

andexperiencesofanymembersofthegrouparethoughttohave

repercussionsoneveryoneinthefamily,andhealthandill-health

arenoexception.Goodhealthisprized,andoneshouldbepersonally

responsibleinmaintainingit;notsimplyfbritsownsake,however,

butfbrthesakeofthegroup,andshouldgroupdemandsnecessitate

it,thenpersonalhealthshouldtakesecondplace.

Inreturnfbrhardwork,responsiblebehaviorandsubmissionof

individualaspirationsonecanbeassuredofcareandattentionregard-

ingOne'spersonalneedsbythegroup.Intimesofstress,andillness

isjustsuchanexample,itisacceptabletobecomehighlydependent

uponthegroup・TheJapaneseterm"amaeru,''besttranslatedas@a

desiretopresumeuponanother'slove,''iscentralinthisrespect(Doi,

1973)．Asachancetoescapetemporarilyfi､omthepressuresof

society,mildsicknesscanberatherwelcome.Caudill(1962:115)used

apictureofamanlyingona血加〃(Japanesemattress)beingtaken
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withoutreceivingsomefbrmoftreatmentdirectedtowardsthepro-

ductionofsomaticchange.

TheresultsofworkcarriedoutindependentlybyKleinman

(1976),Marsella(1973),Tseng(1975)andothersareofgreatinterest

inthisConnection.TheirresultsshowthatbothChineseandJapanese

patientstendtopresentsomaticcomplaintsratherthanpsychological

complaintswhensuffbringfi､ommentalillness(diagnosedusingcosmo-

politanmedicine)withmuchgreaterfi､equencythanpatientsfi､om

Westerncultures.Kleinmanstatesthatofagroupoftwenty-five

patientswithadepressivesyndrome:

Twenty-twoofthesecases(88%)initiallycomplainedonlyofso-

maticcomplaints(i､e.theydidnotcomplainofdysphoricaffbct

orreportitwhenqueried).Duringtheirsubsequenttreatment

inthepsychiatricclinic,tenpatients(40%)neveradmittedto'

experiencingdysphoricaffbct.Sevenofthesepatients(28%)rQjected

theideathattheyweredepressedevenaftertheyhadbeen

successfi,llytreated(i､e.hadexperiencedcompletesymptomrelief).

withanti-depressantmedication.(1976:3).

Thesepatientslookedupontheirphysicalcomplaintsastheir

G:real''sickness.Leavingasidetheimportantandunansweredproblem

todate,astowhetherlabelsdevisedoutofthepracticeofmedicine

intheWestcanbeappliedcross-culturally,letitsimplybesaid

thatthispatternofsomatizationissignificantlydiffbrentfifomfindings.

intheWestandisapparentlyreinfbrcedbythetraditionalmedical

systemsothattheexperienceandexpressionofdisease,inthiscase

depression,ismanifbstedinarelativelyculture-boundfbrm.

RelatedtotheabovefindingsisthereticenceofEastAsians,when

comparedcross-culturally,toverbalizeemotionalproblems(Caudill,

1962:118).PossiblyalsooriginallyduetoBuddhistinfluences,high

priorityisgiventointuitiveunderstandingandnon-verbalcommuni-

cationinsocialrelations(Morsbach,1973).Theresultisthatamong

thelaypublicinJapanthereisahighlydevelopedawarenessof

psychosomaticillnessinthesensethatpeopleassumethatstressin

socialrelatibnshipsislikelytomanifbstitselfasphysicalsickness_
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State･

Thisstressonpysiologicalchangeshasapparentlybeentruefiom

earlytimesbecausethereislittlementionintheclassicsofverbal

psycho-therapy.Inordertotrytounderstandthereasonsfbrthis

attitudewemustturnbrieHytosomeculturalfactors.Accordingto

Confi,ciantenets,statusandrolesareascribedratherthanachieved

andtheneedsoftheindividualshouldbesubordinatedtothoseof

thegroup.Onesucceedsinlifbaspartofagroup>andgroupaffili-

ationisalifb-lingcommitment-thereislittleroomfbrsocialmobility.

Theindividualtherefbre,inordertosucceed,shouldbecompliant

andflexibletowardsthegroup.Despitegreatchangesinmodern

Japanthisbeliefsytemisstillapparentlyprevalent(Rohlen,1976,

Vogel,1968).Neitherdoctorsnorpatientsexpectthepatienttobe

abletoalterhissocialenvironmenttoanygreatdegreenortobe

abletopracticeusefillpreventivemedicinesufficientlytocopewith

allsocialstress・Theyassumethat68cfzzJ.J,ethepatientmustfbrego
manyofhisindividualneedsheisboundtobeoutofbalancetosome

extentquitefifequently.

Thereisalsoawidespreadbelief;possiblydueoriginallyto

Buddhistconceptsofルarma,thatpersonalityisarelativelyfixed

entity.Emotionalstatesmaychange,butthesechangesaretransient

anddonotproducealastingefIbctonbasicpersonalitystructure.

Secondly,therapywhichinvolvesextendedverbalexchangehasnever

beenhighlyvaluedinEastAsia.Theresultisthatduringtreatmet

emphasisisplaceduponbringingaboutchangesatthephysicallevel

whichinturnisthoughttobringone'semotionalstatebackinto

balance.Theaimistoachieveadjustmenttotherealityofthe

phenomenalworldandtotrytoacceptcertainthingsasgivenand

unchangeable,theindividuallearnstobendtothesocialorderand

thustheviciouscircle(""""kα")isbroken.

Itisbelievedthatminorphysiologicalimbalancesandsomatic

changescanbedetectedinallpatientseventhosediagnosedas，fbr

example,casesofneurosi､Lock,1980:237,Reynolds,1976:15).

Consequentlyfbwpatientseverleaveatraditionalmedicalclinic
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otherandpatientsoftenpresentthemselvestothedoctorwithminor

symptoms，andveryearlyinthecourseofanillness.″

THERAPY

ThefUndamentalpremiseunderlyingtherapyinEastAsianmedicine

isthathumanbeingsarenaturallyhealthyandabletoliveinharmony
withtheirenvironment・Attimeshowever,apushisneededtorestOre

orderwhenanumberoffactorshavecombinedtemporarilytoupset

thebalance.Eventhen,theassumptionisthatthebodywilllargely

healitselfandthattherapyshouldbeusedasakindofcatalystto

starttheprocess.Therapeutictechniquesaretherefbrecharacterized
as@(mild,''<6natural''and@6slow.''Therapyisdesignedtoactonthe
wholebodv-removalofthemainsymptomsisnotconsideredadequate

●

asallthepartsofthebodyarethoughttobeinter-dependent-inthis
sensethemodelisholistic.

Itisalsoacknowledgedthatinordertopreventreoccurenceof

theproblemasearchfbroriginalcausesshouldbemade.However,
treatmentisrarelyfbcusedonremovingoriginalcausesunlessthey

arephysicalinnaturesuchasdietorduetoclimaticchanges.Itis
believedthatthefilnctioningofman'smindandbodyisinseparable
andthatman'sbiochemicalandphysiologicalprocesses,whichin

turndependuponclimaticchanges,diet,andheredityconstitution
aswellashissocialmilieu,areconstantlymodifyinghisemotional

andsubjectivestate.Thereverse,thatemotionalstatescaneffbct

generalbodyfimctioning,isalsoaccepted・Theseinter-relationships
areaperfbctexampleofNeedham's{<correlativethinking''andpose
adilemma.Noonefactorisconsideredasprimarilycausaland

therefbreatwhatpointshouldoneintervenetostartthetherapeutic

process？Inactualpracticeitisgenerallyagreedamongbothdoctors
andpatientsthatitiseasiertorestoreballanceatsomelevelsthan

others.IntherapyuseiSgenerallymadeofdietarychanges,herbal

medicine,acupuncture,moxibustionandmassagewiththeultimate

objectiveofbringingaboutaphysiologicalchangewithinthebody

leadingtotensionreductionandincidentallytoacalmeremotional
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thismeansthatthepatientcannotbereadilylabelledandfIttedinto

arelativelyunchangingdiseasecategory-ideallyeachpatientshould

beconsideredasauniquecasepresentingavastarraryofvariables

tobetakenintoaccount.Inactualpracticethereisatendencyto
classifjraccordingtopatternsofsymptomsbothmajorandminor

whichoccurwithgreatfi,equencybutathrustfbrpreciseclassification
andlabellingisnotpresent(Lock,1980:45H､).

PREVENTIVEMEDICINE

Itisusualfbrsystemsofmedicinewhichemphasizetheoriesof、

balanCetostresspreventivemeasures,andtraditionalEastAsian

'nedicineisnoexception.Bccausemanydiseasesareexpectedtoarise
asaresultoflackofharmonywiththeenvironment,andbecausethe

macrocosmisvieweddynamicallywithpredictablealternationsinthe

yinyangcycles,itisnaturaltotryandcompensatefbrthelackof

equilibriumwhichisboundtooccurattimes.Thesensitivityascribed

toAsiansingeneralwithregardtoseasonalchangesandconsequent

adjustmentsindietandclothingisnotpurelyonaestheticgrounds
butisrelatedtothemedicalbeliefsystem.Furthermore,individuals

expecttobesusceptibletoillnessatcertaintimesduetotheirbody
constitution,emotionalmake-up,andsocialrelations.Childrenin

Japanaretrainedeventodaytotrytomaintainanevenemotional

temperandharmonioussocialrelationships(Rohlen:1974),butitis

acceptedthatoutsidefbrcescanbecometoogreatattimesandthat

everyonecanbevulnerable.Trainingisalsodirectedsothatatten-

tionispaidtosmallmnctionalchangesinthebodysystem.These

changesareacceptedasindicatorsofimbalanceandone'slifbstyle

shouldbeadjustedaccordingly(Caudill,1976:166;Lock,1980).The

oldadagekage“ﾉα”'α〃加剛o加0jo(acoldistheoriginofathousand

diseases)isoftencitedinthisconnection.Itisinhandlingthese
-minorimbalancesthatthepractitionersofEastAsianmedicineare

particularlyadept;thediagnosticsystemisdesignedtodetectsmall

variationsbefbretheyarequantifiableusingstandardlaboratory

techniques.ThusculturalbeliefSandmedicalpracticereinfbrceeach
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itisdVnamicandnotreducedtoastaticduality.Inyinthereis

alwayssomeyangandinyangalWayssomeyin;thisiswhatPorkert
terms;equalitativeoverlapsbetweenyinandyangaspects.''Headds
that@Cquantitativegradationsofyinandyangmaybederivedonly
partlyandconditionallyfi､omtheseyinyangpolarities.''Yinand
yangcanbediagrammedasthepolesofacontinuouscyclicalter-
nation.Inthismodel,asinnature,thetransitionsbetweentheal-

D

ternatepolaritiestakeplacegraduallyandinunbrokenprogression.
WhentheFiveEvolutivePhasetheory(Porkert'sterminology,see

p.43ff､)andthesystemofnumericalemblems(Porkert,p.55ff､),are
fixsedontothesimpleyinyangcycle,theneveryaspectoftheuniverse
fiFomthetraditionaldivisionoftimeintosixtyyearcyclestothe

occurenceofulcersinthehumanpopulationbecomespartofagreat,

inductivelypatternedorder.

Onapplicationofthisdynamicconceptinactualmedicalpractice
thepatientasawholepersonandthepartsofhisorherbodycan
neverbeconceptualizedinisolation.Furthermore,thepatient'sstate
isnotbelievedtobefixedfbrthedurationoftheillnessepisode,but

willbeconstantlymodifiedbyfilrtherenvironmentalinteractions.
Ideally,thestateofthepatientshouldbecheckedseveraltimesaday‘プ

andtreatmentadjustedaccordinglyasthediurnalcycleprogressesand'

modifiesthetotalpicture.Moreover>diseasesarethoughttoprogress
withtimesothatallpatientsinitiallyexhibitpredominantlyyang

symptoms,evenifonlyfbrabriefperiod,butgraduallychangeso
thatyin-typesymptomsbecomeprominent.Therapyshouldbe

●

d

'nodifiedasthesechangesoccur.Inaddition,humanbeingshavea

tendencytobeyinoryangintypeand,asthelifbcycleprogresses,

everyone,whetherpredominantlyyinoryang,changestowardsthe
yinpartofthecycle.Intreatment,thesevariablesshouldalsobe
takenintoaccount.

WhenusingtheEastAsianmedicalmodel,therefbremanisseen

aspartofNatureandconstantlysubiecttoitsfbrces,andthemodel
isdesignedsothattherapyisadjustedandmodifiedaccordingto
thesefbrces.Itis"otdesignedtotrytodominatethem.Further,
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intrudingagent,althoughthisaspectofdiseasecausationisacknowl-
G

●

edJd,butratherduetoapatternofcausesleadingtodisharmonv.
'

Thesecausescanbeattheenvironmental,social,psychologicalor
physiologicallevel;somearepredictableanddependentuponannual
anddiurnalvariations,othersareofamoreindividualnature.Both

typesleaveonevulnerabletospecificpathogenswhetheroriginally
fbundinternallyorexternally・Thefimctionofdiagnosisisnotto

甲①

ｸ

categorizeapatientashavingaspecificdisease,buttorecordthe

totalbodystateanditsrelationshiptothemacrocosmofbothsocietv
昏

’

andnatureasfilllyaspossible・Theibcusofexplanationsfbrdisease
◆

causationison$Cwhy'.ratherthanonC<how''didthisillnessepisode
occur,andthemodelallowsexplanationsfbrthebenefitofthepatient

e

tobeinbroadpsycho/socialandenvironmentaltermswhichare

readilyunderstandableandcognitivelyacceptable.Theseexplanations
各

canbeusedbythepatienttoaccountfbrtheoccurenceofsuffbring
inthecontextofhisorherownlifbhistoryatthatmoment.

Diagnosisisofnecessityalengthyprocessinwhichthepatientmust
■

activelyparticipatebycontributingconsiderableinfbrmationonhisor
●

herownlifb-style.Aco-operativepatientisonewhohaspaidatten-
tiontotheeffbctsoftheenvironmentuponhishealthandcansense
theseeHEctsasmildsomaticchangeswhichcanbedescribedverballv

‘

(Lock,1980:233).Thisinfiormationiswelcomedbvthedoctorand
抄

positivelyincorporatedintothediagnosticprocedures.

Theotherstandardtechniquesofdiagnosisallrelyheavilyonthe
doctor'suseofhisownbasicsenses-thoseoftouch,hearingandvision
andtoalesserextent,thatofsmell.Adiagnosisisthenmadeon

thebasisofthisbodyofqualitativedataobtainedthroughclose
interactionwiththepatient.

UNITSOFMEASUREMENT

Theunitsofmeasurementusedtoindicateimbalancesinthe
G

systemarequalitativeandmostfi､equentlygivenacircularrepresen-
tation.Thesubtletyofthewellknownyinyangclassificatorysystem
(fbradetailedanalysisseePorkert,1974:7ff､),liesinthefactthat

●
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actionsorimpulsionsofotherthings,butbecausetheirposition

intheever-movingcyclicaluniversewassuchtheywereendowed
withintrinsicnatureswhichmadethatbehaviorinevitablefbr

them.Iftheydidnotbehaveinthoseparticularwaysthey

wouldlosetheirrelationalpositionsinthewhole(whichmade

themwhat_theywere),andturnintosomethingotherthan

themselves.Theywerethuspartsinexistentialdependenceupon

thewholeworldorganism.Andtheyreactedupononeanother

notsomuchbymechanicalimpulsionorcausationasbyakind

ofmysteriousresonance.(1962:281).

Withthehumanbodvtoo,thebasicmodelisnotmechanical
′

butoneofmutuallyinter-reactingparts-theemphasisisonfimction

ratherthanstructure・Althoughanatomicaldescriptionofthebody

organsisimprecise,theinter-relationshipofeachprincipleorganas

partofacomplexsystemiselaboratedonatlengthintheEastAsian
classics.Holisticthinkingratherthanlinearrelationshipsisconstantly

stressedbothwithinthebodyandintermsofrelationshipstothe
lnacrocosIn･

Theenergysystem"(気)whichfbrmsameansofcommunication

betweenthebodypartsisalsofbundoutsidethebodywall,invarious

relatedfbrms，inthemacrocosm.Thereisthoughttobeacontinual

exchangeof"betweenthebodyandtheenvironment,thusenhanc-

ingtheviewofmanasamicrocosm.Imbalances,andhencedisease,
occurwhen"doesnotcirculatenaturallyduetoeitherexcessiveor

insu伍cientinputintothesystem.However,thenatureofallthings,

includingman'sbody,isoneofhomeostasis;thatis:thereisanatural

strivingtoreturntoequilibrium.Nevertheless,becauseofthedynamic

natureofthemodel,peribcthealthisahypotheticalstatewhichcan

neveractuallybefUllymaintainedandinmedicine,therefbre,''r/tc#

healthisnottheultimategoalofeitherpatientordoctor.Theaim

isoneofachievingthebestpossibleadaptationtothetotalmilieu

thatcanbeexpected.Healthandill-healtharebothseenasnatural

andaspartofacontinuumandarenotviewedasadichotomy.

Sickness、inthismodel,is･notseensomuchintermsofan
〃

4 13（ 1 0 ）



modelsrepresentanabstract,theoreticalsystemandthatactualmedical

practicevariesenormously.Despitethis,theinter-relationshipofa

givensetofculturalbeliefbwithaspecifictheoreticalmodelusually
leadstocertainapproachestopatientcarewhichharvedistinctive
qualities.

MANASMICROCOSM:THEEASTASIANMEDICALMODFw"

TheStructureoftheBody

Since200BConwardstheEastAsianmedicalmodelhasbeen

fbrmalizedasasystemofideaswhich,despitehistoricalvariationsin

emphasisandfactionalismandcompetitionwithinthemedicalprofbs-
sion,hassurvivedrelativelyunchangedinitsfUndamentalibrm.

AccordingtoTaoistphilosophy,thecosmicsystemisthoughttobe
inastateofdynamicequilibriumandmanisviewedasamicrocosm

oftheuniverse(bothareessentiallycomposedofthesamebuilding
materials).

ThetraditionalEastAsianconccptofthebodyispredominantly
fUnctionalandconcernedwiththeinter-relationshipofpartsrather
thanwithpreciseanatomicalaccuracy.

Croizier(1968:26)fbelsthathistoricallvthiswasduetoadisdain
〃

amongtheChineseliteratifbrworkingwiththehands-thegreat
doctorswerescholarsandnottechnicians.Inaddition，Confilcianism

”

prohibitedanytamperingwiththehumanbody.Croizieralsopoints
outthattheChinesewererelativelynon-aggressiveandthathistori-

callyitcanbeseenthatsurgeryandanatomytendtomakepl､ogress

asaresultofexperiencewithwarvictims(thistheory,however,does

notaccountibrtheJapanesecase).

Whilethesefactorswereundoubtedlyimportant、Iibelthatthe

EastAsianmethodofcategorizationand@Gworldview''arealsocrucial.

UnliketheearlyGreekscholars,theChinesewererarelyinterested

incauseandeffbctprocessesbutratherinthepatterningofthings

andevents.Needham(1962:279)hasaptlycalledthis@Ccorrelative

thinking.''HestatesthatfbrtheChinese:

Thingsbehavedinparticularwaysnotnecessarilybecauseofprior
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extent:<6If…therapyworksitisbecausethesymbols(ofmedicine)

arecreativeinstrumentsofaparticularsocialstructure.''(Douglas,

1970:302).Symboliccommunication,then,isthoughttoactasa

]nediatingpathwaybetweensocialandculturaleventsandpsycho-

physiologicalreactions(KIeinman,1973:209).ResearChersinthis
areadonotdecrythescientificmethod'""jwhatiswanted,they

suggest,isanapproachwhichtakesintoaccountandactsuponboth
thもbiomedical,andthesocio-culturalsystemsmodelofmedicine.

TheEastAsianmedicalsystemsareofparticularinterestin

comparisonwithcosmopolitanmedicineinthisrespect-theyrepresent
theculminationoflongliteratetraditionsinwhichempiricismwas
dominantandinwhichan6Cinductiveandsyntheticmodeofcognition''

(Porkert,1974:1)wasemphasisedoverthecausalandanalyticmode

characteristicofpost-Renaissancescience.Thiscontrastisexpressed

byDubosasthe6Contological''versusthephysiological''viewwhen
appliedtotheoriesofdiseasecausation(1965:319).Eitheroneor
bothofthesetwobasicexplanationsappearstobeapplieduniversally

inmedicalsystemsbutgreateremphasisisgiventooneortheother
dependingupontheprevailingethosofthetimes・The@<ontological''
doctrineregardsdiseasesasspecificentities,@@athinginitselfessentially
unrelatedtothepatient'spersonality,hisbodilyconstitution>orhis
modeoflifb(p.320),whileinthe@cphysiological''modeldiseaseis

seensimplyasanabnormalstateduetoimbalanceexperiencedby
theindividualorganismatagiventime.ThecosmopolitanandEast

Asianmedicalsystems,ofcourse,filrnishanexampleofeachpoint
ofviewandtosomeextentinthepracticeofルα"5(traditionalEast

Asianmedicine)inmodernJapan,anattemptisbeingmadetosyn-

thesizethesetwoapproaches.

Itispossiblethatbydrawingonboththesemodelswecancome

closertoamedicalsvstemthattakesintoaccountthe<ccomplementary
・

aspects…fbundineveryhumansituation''(Weisskopf;1972:349)_
ThemodelsfbrEastAsianandcosmopolitanmedicinewillbe

presentedbelowwithrefbrencetotheeffbctofculturalbeliefSonsome

aspectsofactualmedicalpractice.Itmustbeemphasizedthatthese
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approachtomedicinewasalwaysbalancedwithabasicconcernfbr

thesocialandculturalaspeCtsofthemaintenanceofhealthandthe

etiologyofdisease(Dubos:1965).Thisbalanceremainedsomewhat

inevidence,evenintheUnitedStates,untilthealmosttotaleclipse

offamilypracticeandhousecallssincethel940's.Inrecentyears,

particularlysincesincetheadventofthecomputer,thebiomedical

mechanisticmodelhasbecomeoverwhelminglydominantbutthere

arenowsignsofanattempttoachieveamore:Gcomplementary''
approach.Itisinthisclimatethataninterestinthetraditional

medicalsystemsofEastAsia,ancientmedicalsystems,andthefblk

medicalsystemsofnon-literatesocietieshasarisen-medicalanthro-

pologyanditssub-discipline,ethnomedicine,providetheacademic
fi･ameworkfbrthisinterest.

Byapproachingthestudyofmedicinefiomananthropological

pointofview,asacoherentbodyofideasdesignedtohelpcodify,

explainandmanagehealthandillness,oneisledawayfi､omthe

biologically-centered,disease-orientedperspective)characteristicof

cosmopolitanmedicine,toabroaderfi､amework.Medicine,inthis

context,canbeseenaspartofthelargersocialandculturalorganiza-

tionalandbeliefsystemsoftheparticularsocietyinwhichitisprac-

ticed-itthusbecomesasub-system.Usingthisperspective,medical

anthropologistssuchasRichardLiebancanstate:

Healthanddiseasearemeasuresoftheeffbctivenesswithwhich

humangroups,combingbiologicalandculturalresources,adapt
totheirenvironments(1973:1031).

InordertherefbretounderstandanvInedicalsvsteminaction
〃 〃

includingthatofcosmopolitanmedicine,itisessentialtoconsiderthe

culturalcontextinwhichitisfbund.AsAckerknectputsit:

diseaseanditstreatmentareonlyintheabstractpurelybiological

processes…suchfactsaswhetherapersongetssickatall,what

kindsofdiseaseheacquiresandwhatkindoftreatmenthereceives

dependlargelyonsocialfactors.''(1947:25)

Indeedifmedicineistoserveitsprimefilnctionsofpre-

ventingandalleviatingsuffbring,it77zzJstbeculture-boundtoalarge
／庁､
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connections…whatcanbedistinguishedisthekindofconnection

whichisprimarilyimportantinacertainphenomenon…The

worldthusappearsasacomplicatedtissueofevents,inwhich
connectionsofdiflbrentkindsalternateoroverlaporcombineand

therebydeterminethetextureofthewhole.(1958:107)

ThebiologistPaulWeissusessystemstheoryandahierarchical
modeltomakehispoint:

Theinteractionbetweenapositiveandanegativeelectriccharge,

orbetweentheearthandafallingstone,cancertainlybede-

scribedatleastinfirstapproximation,withoutpayingattention

towhathappensintherestoftheuniverse...Butthereisanother
classofinteractions,whichofnecessityescapestheelementarian

observerinhispreoccupationwiththesmallestsamples,because

theypertaintopropertiespeculiartolargersamplesonlyofthe

universe,ignoredinthecommunitiveprocesswhichledtothe

conceptofelementsinthefirstplace.Itisinthislatterclass

thattheempiricaldichotomyarisesbetween<<simpleconglom-

orateg'whichwedesignateas<Gsystems.''Inotherwords,systems

aretheproductsofourexperiencewithnature,andnotmental
constructs(1970:9).

DrawingonthetheoriesofNielsBohr,Weissstressesthatboth

4Gholistic''and<ereductionistic''approachesarenecessary;hestates

thatbothareina:gdemonstrablecomplementarityrelationinthe

sensethateitheroneconveysinfbrmationwhichtheothercannot

supply''(P､25).VictorWeisskopf;aphysicist,comestoverysimilar

conclusionsandstatesthat@fthenatureofmosthumanproblemsissuch

thatuniversallvvalidanswersdonotexist,becausethereismore
●

thanoneaspecttoeachofthem''(1972:351).

Spurredonbythesetheoreticaldevelopmentsinthepuresciences,

acriticalre-evaluationofthemedicalworld,includingapplied,theo-

retical,economic,politicalandphilosophicalaspectshasbeenunder-

takenbysomepeople,bothmedicalandnon-medical,oftheindustrial
■

natlons･

Untilthelastpartofthenineteenthcenturythe;Gengineering''
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actualclinicalpracticeandtechnologicalinnovationrelatedtocuring
diseaseratherthantowardspreventivemedicineandtheexplorationof
socialandculturalfactorsindiseasecausation.ThomasMcKeown

believesthatthisislargelyduetothe@cengineering''approachestab-

lishedinmedicineasalegacyofthedevelopmentofthescientific
method:

Theapproachtobiologyandmedicineestablishedduringthe

seventeenthcenturywasanengineeringonebasedonaphysical
model.Naturewasconceivedinmechanisticterms，whichledin

”

biolOgytotheideathatalivingorganismcouldberegardedas
amachinewhichmightbetakenapartandreassembledifits

structureandfUnctionwerefilllvunderstood，Inmedicine、the
・ 〃

sameconceptledfilrthertothebeliefthatanunderstandingof

diseaseprocessandofthebody'sresponsetothemwouldmake

itpossibletointervenetherapeutically,mainlybyphysical(surgi-
cal),chemiCal,orelectricalmethods.(1971:36)

VonMeringandEarlyputitthisway:

Ithas…beenourobservationthattheclinicphysicianandthe

Jneralpractitionershareakindof<<,nolecularman''orientation
，フ

whichseemstopredisposethemtobemoreconcernedwiththe

specifIcsofthepresentingcomplaintandtolookeagerlyfbr

majordiseaseineverybedorconsultingroom.(1965:198)

Theybelievethatthe@cgrowthofmedicineasascienceoftests

andmeasurementsratherthananartinvolvingthefivcsenselis

largelytoblame,alongwiththeimpersonaluseoflargehospitalsas

theusualsitefbrdiagnosisandtreatment.

Toaddstrengthtotheargument,thenewmodelSfi､omthedisci-

plinesofphysicsandbiologyuponwhichthemedicalworldislargely

basedhave,ofrecentyears,becomeholisticandhierarchical.

Heisenberg'sUncertaintyPrincipledemonstratesthattheconceptof

adistinctphysicalentitysuchasaparticleisanidealizationwhich

hasnofimdamentalrealitV.Hestates:
〃

(Inmodernphysics),onehasnowdividedtheworldnot

intodiffbrentgroupsofobiectsbutintodifIbrentgroupsof
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useoftheliteratureonepidemiologyinhunter-gatherer,agricultural

andindustrialsocieties)demonstratesthatthephenomenalrisein

chronicanddegenerativediseasesinthemodernindustrialworldis

notjustsimplyduetoincreasedlifbexpectancy,butrathertomal-

adaptiontotheenvironmentWhichwehavecreatedfbrourselves.
Hestates:

Industrialpopulationsowetheircurrenthealthstandardstoa

patternofecologicalrelationshipswhichservestoreducetheir

vulnerabilitytodeathfi､ominfbctionandtoalesserextenttothe

capabilitiesofclinicalmedicine，Unfbrtunatelythisnewwayof

lifb,becauseitissofarremovedfi､omthattowhichmanis

adaptedbyevolution,hasproduceditsowndiseaseburden.

Thesediseasesofmaladaptationare,inmanycases,increasing

(P.12).

Thisviewpointisconfirmedbymanyrecentepidemiologicalstudies

inwhichamulticausalapproachtotheoriginofdiseaseis.used

(Cassel:1964).TheworkofMarmotandSymeonchangesinthe

epidemiologyofheartdiseaseinapopulationofJapanese,Japanese-

Hawaiians,andJapanese-Americansexemplifiesthisapproach.This

workisstillinprogressbutitappearsthatJapanese-Americanmales

whoaresusceptibletoheartdiseasearethosethatarehighlyaccul-
turated.Thosethatdonotsuccumbremaintraditionallyoriented

inthesenseofretainingsomeaffiliationtoJapanese-Americansocial

groups.Thisholdstrueevenwhenthestudyiscontrolledfbrcho-
lesterollevelsinthediet.(MarmotandSyme:1976).

Otherdatathoughstillcontroversial,aregraduallybeingamassed

whichdemonstratetheinter-relationshipofpersonalitytypewiththe

incidenceofmanykindsofdiseaseincludingcoronaryheartdisease,

cancer,arthritis,migraine，lowbackpainandasthmaamongothers.

(LeShan:1959,1966;ScotchandGeiger:1962;SimontonandSimon-

ton:1975;ThomasandDuszynski:1974).

Thesedevelopmentshaveo丘enbeenpublishedbyinHuential

scholars,andfbrmorethanadecadenow.Butdespitethis,thevast

proportionofexpenditureinthemedicalworldisstilldirectedtowards
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assumptionsoftheinnovatingorganizationandtothoseoftherecipient

orGtarget"group,buttheultimateobiectivesremain,nevertheless,
thesame.

Inrecentyears,assomeoftheby-productsoftheapplicationof

sciencesuchaspollutionandover-populationbecomeunavoidablyap-

parent,therehasbeensomere-evaluationregardingtheproselytation

ofthescientificmethodandwithitanewfieldofenquiryhas
emerJd-thatofmedicalanthropology.Whilethereisstillconsidera-

bleargumentastothescopeandmethodstobeusedinthisdisci-

pline,mostofitsadherentsareagreedononepoint-thatmodern

Westernorcosmopolitanmedicine,touseDunn'sterminology(1976:

135)haspaidundueattentiontotherationalizationandquantification
ofitstechniqueswhileneglectingtotakeintoaccountthesocialand

culturalaspectsofhealthandsickness・Theseviewshavereceived

impetusfi､omoutsideanthropology:fifomthemedicalworlditself;

fi､omepidemiology,biology,andphysics.

AsRosen(1958:225ff､)Dubos(1961:131)andMcKeown(1965:

21-58)havedemonstrated,thegeneralimprovementinhealthandde-

creaseinmortalityratesintheWesternworldlargelytookplaceルf/br'

theadventofmoderndrugsandtechnology.Thesechangestowards
theendofthenineteenthcentury,areattributedtobetternutrition

andtotheintroduCtionofcertainstandardsofpublichygiene

instigatedbymedicalrefbrmerswhoweresOmetimesactuallyopposed

tothegermtheoryofdisease.McKeownalsostressestheimportance
oftheintroductionofbirthcontrol(1971:36)andbelievesthatthis

isthemostsignifIcantvariabletoconsiderinaccountingfbrimproved

healthconditions.AccordingtoMcKeown(p.36)thecontributionof

clinicalmedicinetogeneralhealthstandardswasnotsignificantuntil

thesecondquarterofthiscenturyandbythattimemostofthe

totaldeclineinmortalityhadalreadybeenachieved.Theconclusions

thataredrawn丘omthesearticlesarethatsocialandculturalfactors

andman'srelationshiptohisenvironmentareofcrucialimportance
intheoccurenceofdisease.

JohnPowles,inanilluminatingarticle(1973)inwhichhemakes
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一

』

certainlvanadvocateofj'ﾙO加mgmach”：
’

6GYouaretobeinallthingsregulatedandgoverned,''saidthe

gentleman,byfact・Wehopetohave,befbrelong,aboardof

fact,composedofcommissionersoffact,whowillfbrcethepeople

tobeapeopleoffactandofnothingbutfact・Youmustdiscard

thewordFancyaltogether..Youhavenothingtodowithit...
Youmustuse…combinationsandmodifications…ofmathematical

iigureswhicharesusceptibleofproofanddemonstration.Thisis

thenewdiscovery.Thisisfact.Thisistaste."(1854)

Manvofthebehavioristsoftodavseemtobethedirectdescend-
″ 〃

entsofMr.Gradgrindwiththeirtwingoalsoftotalpredictability

andcompletequantification.Althoughmostsocialscientistsdonot

takesuchanextremestandasthebehaviorists,nevertheless,social

science,stillinadolescenceandhenceofienunsureofitsultimate

goals,hasusuallysoughttoemulatethepuresciences.Whilethere

aresomenotableexceptions(fbrexample,M・Mead,C.GeertzR.

Bellah,andV.Turner),fbrthemostpart,descriptiveandqualitative

data,whileacknowledgedtomakeaworkmorereadable,hasgen-

erallybeenusedonlyasapreambletoquantitativeanalysis.QUan-

tificaionandobiecti6cationaretheprimetoolsthroughwhichitis

hopedtomasterthecomplexityofmanbothassocialandbiological
animal.

Itwasrelativelyeasytherefbrefbrsocialscientistsfi､omtechnolog-

icallyadvancedcountries,secureintheknowledgethatscienceheldthe

answers,totakeontheroleoforganizersandassistantsinmoderniz-

ationinpre-industrialsocieties,anditwasinthissettingthatthe

fieldofappliedanthropologycameintobeing.Theroleofthean-

thropologistintheseendeavorswasusuallytoprovideananalysisof

thefblkbeliefsystemregardingillnessoragriculturaltechniques,fbr

example,andhencetohighlightpointsatwhichspecialeffiortswould

beneededinordertofacilitatethesmoothintroductionofscientific

methodsintothe<target''society・Amoresophisticatedapproach

takenbyFoster(1958,1969)andothers(Simmons:1955,Jansen:1973)

isoneinwhichconsiderationisgivenbothtothecultureand
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ManasMachineandManasMicrocosm:A

ComparisonofWesternandTraditional

JapaneseApproachestoPatientCare

MargaretM･Lock**

Inl620FrancisBaconwasmovedtostate:

Thereareandcanbeonlytwowaysofsearchingintoanddis-

coveringthetruth.TheoneHiesfiFomthesensesandparticulars

tothemostgeneralaxioms…thiswayisnowinfashion.The

otherderivesaxiomsfi､omthesensesandparticulars,risingbya

gradualandunbrokenascent,sothatitarrivesatthemostgen-
eralaxiomslastofall.Thisisthetruewav,butasvetuntried.

ヅ” ‘

(NovumOrganum:1620)

Sincethel7thcenturythesecondmethodhasbeenacceptedin

theWestasthe･Gtrueway''.Theultimatepurposeofscientific

enquiryhasbeenobjectification,theattempttoattainsinglevision,
astateinwhichanabsolutedistinctionshouldbemaintainedbetween

observerandtheexternalworld.Untilrecentlyitwasgenerally

acceptedthat,whilewestillhadalongwaytogo,wewouldnever-

thelessthroughscientificenquiry,eventuallybeabletoputallthe

piecestogetherandcompletethejigsaw-wewouldeventuallyreacha

pointoftOtalmasteryovertheenvironment,apositionofdominance

whichwouldbe,ineHbct,fi･eeof;andaboveculture.Therehave,

ofcourse,beenafbwdistinguisheddissenterstothisviewpoint,such

asWilliamBlake,butonthewhole,untiltheadventofEinstein,

thebeliefwasgenerallyacceptedasdogma.

CharlesDickenswasoneofthefirstnoveliststoportray,and

censurethistypeofthinkingFMr・Gradgrindof""dZ~if""was

*PaperPreparedfbrtheSecondlnternationalSymposiumontheComparatite
HistoryofMedicine-EastandWest,October,1977

DepartmentofHistoryofMedicine,McGillUniversity,Montreal，Cana(1zn
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模
…
：
…
…
：
：
八
十
島
信
之
助
・
・
二
元
’
一
三

８
、
い
わ
ゆ
る
「
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
」

と
解
体
新
書
の
比
較
（
そ
の
二
）
：
…
…
酒
井
恒
…
一
言
’
三
一

資
料

杉
田
（
玄
白
）
氏
の
家
紋
：
。
…
…
・
…
：
…
…
緒
方
富
雄
…
茜
ｌ
壹

帝
国
大
学
医
科
大
学
別
課
医
学
科
第
十
九
回
、
二
十
回

卒
業
生
名
簿
…
・
…
…
…
…
・
…
．
：
…
。
：
…
小
関
恒
雄
：
室
尭
ｌ
昊
一

第
躯
回
日
本
医
史
学
会
総
会
演
題
目
次

９
、
大
槻
玄
沢
と
厚
生
新
編
…
…
…
：
…
…
山
形
敞
一
…
三
一
丁
一
言

、
、
松
岡
恕
庵
の
再
評
価
：
．
…
…
…
。
：
…
：
・
宗
田
一
・
・
・
二
四
’
一
三

、
、
伊
東
玄
朴
門
人
「
徳
岡
左
門
」
に
つ
い

て
。
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
・
…
：
：
…
：
．
…
末
中
哲
夫
…
一
美
’
一
三

哩
、
中
川
五
郎
治
の
種
痘
に
関
す
る
小
資
料

ｌ
新
潟
県
で
発
見
さ
れ
た
北
方
系
種
痘

資
料
紹
介
ｌ
…
…
・
…
・
…
…
…
蒲
原
宏
・
藤
井
正
宣
…
三
〈
’
一
昊

埠
、
甲
斐
に
お
け
る
痘
科
及
び
牛
痘
種
法
の

伝
搬
に
つ
い
て
．
：
…
…
…
…
・
・
…
…
…
。
：
神
田
昌
道
…
一
三
’
一
三

皿
、
江
戸
時
代
の
麻
疹
流
行
…
．
：
．
：
．
：
…
…
松
田
武
…
三
一
’
二
西

遍
、
安
政
年
度
の
コ
レ
ラ
流
行
の
北
限
に
つ

い
て
…
…
…
…
・
…
。
：
…
…
…
・
…
・
…
・
・
・
・
：
松
木
明
知
…
二
三

妬
、
蝦
夷
地
の
壊
血
病
と
小
林
東
鴻
…
・
…
・
・
谷
沢
尚
一
・
：
二
三
’
三
〈

Ⅳ
、
近
世
農
村
の
医
療
事
情
Ｉ
守
山
領
の

場
合
…
。
：
・
・
・
…
．
．
…
・
・
：
：
…
：
：
…
…
・
…
：
昼
田
源
四
郎
…
一
三
Ｉ
二
元

岨
、
徳
島
時
代
の
関
寛
斉
：
…
…
…
：
：
…
…
福
島
義
一
：
二
元

蛸
、
戊
辰
戦
争
中
の
軍
事
病
院
（
１
）
奥
羽

出
張
病
院
に
つ
い
て
…
…
・
…
…
…
…
．
．
：
．
佐
久
間
温
巳
…
一
言
’
一
酉

釦
、
「
鼈
氏
内
科
学
」
神
経
系
諸
病
に
つ
い

て
…
…
・
…
…
：
…
：
…
・
…
・
：
・
…
…
：
…
・
・
・
安
井
広
…
言
一
’
二
豐

塑
、
東
京
大
学
医
学
部
所
蔵
第
一
号
頭
骨
標

本
の
由
来
に
つ
い
て
。
…
・
・
：
…
・
小
川
鼎
三
・
神
谷
敏
郎
：
・
一
惠
’
一
要

塑
、
新
島
襄
を
め
ぐ
る
医
師
・
看
護
婦
た
ち

…
…
：
…
…
…
．
：
：
…
…
・
・
…
…
…
…
…
…
長
門
谷
洋
治
…
一
更
Ｉ
一
惠
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羽
、
鴎
外
の
友
人
・
賀
古
鶴
所
・
；
…
…
…
…
澤
井
清
…
二
宍
’
一
勇

塑
、
本
邦
に
お
け
る
皮
下
注
射
の
濫
鵤
と
札

幌
梅
毒
院
・
・
…
・
…
：
。
…
：
…
．
．
：
…
…
…
：
・
宮
下
舜
一
：
・
一
言
’
三

妬
、
北
消
道
に
お
け
る
明
治
期
の
帝
王
切
開

術
に
つ
い
て
…
…
・
・
・
・
．
．
…
。
：
…
…
：
…
：
：
松
木
明
知
…
一
三

妬
、
（
誌
上
発
表
）
屯
田
兵
村
に
お
け
る
わ

が
国
初
期
の
農
村
保
健
の
統
計
に
つ
い
て

…
…
・
…
．
：
・
・
…
…
…
．
．
…
：
：
…
：
…
…
…
・
清
水
勝
嘉
；
・
三
一
ｌ
一
言

”
、
比
較
言
語
学
的
方
法
に
よ
る
身
体
意
識

史
検
討
の
試
承
（
六
）
性
…
…
…
．
：
：
。
：
・
三
輪
卓
爾
…
一
言
’
一
壹

詔
、
工
場
法
の
審
議
過
程
に
お
け
る
条
文
修

正
の
状
況
．
：
。
：
。
…
・
…
…
・
…
…
：
：
…
・
…
・
乾
修
然
…
一
薑
’
一
葵

調
、
（
誌
上
発
表
）
極
東
国
際
軍
事
裁
判
記

録
の
な
か
に
あ
る
「
厚
生
省
」
記
事
に
つ

い
て
…
：
…
・
・
…
…
…
…
…
・
・
…
：
…
：
…
：
清
水
勝
嘉
：
・
一
冥
’
一
三

鋤
、
岡
谷
蚕
糸
博
物
館
所
蔵
資
料
に
お
け
る

製
糸
工
女
の
医
療
費
負
担
に
つ
い
て
（
第

三
報
・
入
院
、
死
亡
及
び
帰
宅
の
場
合
）

…
・
…
・
…
・
…
…
…
：
．
…
…
…
…
…
…
…
。
：
清
水
勝
嘉
…
一
夷
’
二
尭

誕
、
岡
谷
蚕
糸
博
物
館
所
蔵
資
料
に
象
る
製

糸
工
女
の
医
療
費
負
担
に
つ
い
て
（
第
四

報
・
一
ケ
年
間
の
薬
価
支
払
先
に
つ
い
て
）

…
：
：
：
…
・
…
…
．
：
・
・
…
…
…
…
：
。
…
：
…
・
清
水
勝
嘉
…
一
言
ｌ
差
一

諺
、
（
誌
上
発
表
）
大
正
十
五
年
の
諏
訪
地

方
に
お
け
る
各
製
糸
工
場
病
室
の
看
護
婦

名
簿
に
つ
い
て
．
：
…
…
：
：
：
：
…
：
．
…
：
：
清
水
勝
嘉
…
一
室
Ｉ
一
雨

詔
、
ド
イ
ツ
医
学
採
用
前
後
の
別
な
事
情
（
二
）

主
に
弔
匡
匡
旨
両
ｏ
８
ａ
Ｏ
田
８
〕
Ｆ
ｏ
ａ
Ｏ
昌

の
資
料
よ
り
の
引
例
・
・
・
：
。
…
…
：
…
…
・
…
原
口
忠
男
…
一
言
’
一
奏

弘
、
明
治
中
期
に
お
け
る
外
科
学
講
義
の
一

例
…
…
…
・
…
…
・
・
：
・
・
…
：
：
．
…
・
…
・
・
…
…
奥
富
敬
之
．
：
一
壱

弱
、
明
治
時
代
に
お
け
る
わ
が
国
の
造
鼻
術

…
・
・
・
：
。
…
…
：
…
：
…
…
：
：
．
：
…
…
…
：
：
星
栄
一
…
二
天
ｌ
一
言

調
、
戦
時
下
に
お
い
て
活
用
す
べ
き
歯
科
界

の
人
的
資
源
（
昭
和
十
八
年
）
に
つ
い
て

：
…
…
．
…
…
…
：
…
…
・
・
…
：
…
・
…
…
・
…
・
本
間
邦
則
…
一
三
ｌ
言
一

切
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
の
医
戒
・
養
生
訓
Ｉ

中
世
医
学
の
メ
ッ
カ
、
サ
レ
ル
ノ
の
養
生

訓
か
ら
１
．
：
…
…
…
：
：
…
：
。
…
…
…
・
・
…
大
槻
真
一
郎
…
三
一
’
一
冨

犯
、
同
時
代
人
と
し
て
の
ア
ン
ブ
ロ
ァ
ズ
・

パ
レ
と
フ
ラ
ン
ソ
ア
・
ラ
ブ
レ
！
：
…
：
・
大
村
敏
郎
…
一
薑
’
一
三

胡
、
の
８
個
①
国
ｚ
①
言
○
旨
と
種
痘
事
業
…
深
瀬
泰
旦
：
一
君
’
一
頁

伽
、
世
界
最
初
の
ク
ロ
ロ
フ
ォ
ル
ム
麻
酔
死

ｌ
ハ
ン
ナ
・
グ
リ
ー
ナ
ー
事
件
１
．
・
松
木
明
知
…
一
莞
ｌ
一
言

型
、
ビ
ル
ロ
ー
ト
の
胃
切
除
術
成
功
百
年
…
古
川
明
…
一
否
ｌ
云
一

“
、
風
の
医
学
（
中
国
古
代
の
場
合
）
…
…
家
本
誠
一
…
云
一
一
’
一
至

妃
、
丁
若
錨
の
医
学
思
想
に
つ
い
て
．
…
：
：
・
梁
哲
周
…
二
全
’
一
一
会

“
、
中
国
に
お
け
る
太
医
署
の
職
務
の
史
的
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変
遷
に
つ
い
て
Ｉ
唐
代
を
中
心
と
し

て
ｌ
…
：
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
・
…
：
山
本
徳
子
：
二
尖
ｌ
天
〈

妬
、
中
国
伝
統
医
学
に
お
け
る
薬
物
及
び
方

剤
の
効
能
分
類
の
変
遷
…
：
…
…
・
…
・
…
・
・
梁
哲
宗
…
二
公
’
二
先

例
会
記
事

ぐ
①
愚
冒
の
の
罵
胃
旨
画
の
初
版
本
と
再
版
本

そ
の
他
の
比
較
に
つ
い
て
…
・
…
…
：
高
木
和
男
・
保
坂
捷
子
…
・
・
・
棗

慶
応
義
塾
医
学
部
情
報
セ
ン
タ
ー
所
蔵

富
士
川
文
庫
中
の
山
田
業
広
の
著
作
…
…
：
：
：
大
鳥
間
三
郎
・
…
：
棗

愛
生
館
に
つ
い
て
：
．
：
：
：
。
…
…
：
…
…
・
…
…
…
：
片
桐
一
男
…
…
棗

来
日
宣
教
医
言
農
脚
８
月
脚
甦
ｏ
園
（
一
八
三
五
’

一
九
二
三
）
に
つ
い
て
…
．
：
…
…
…
…
・
・
・
・
・
・
…
長
門
谷
洋
治
・
…
・
・
棗

玉
障
院
様
御
麻
疹
諸
留
帳
：
…
…
・
…
。
：
…
…
…
．
：
戸
塚
武
比
古
：
…
・
棗

○
脚
届
ず
屈
昌
大
使
が
京
都
大
学
で
行
な
わ
れ
た
講

演
（
一
九
世
紀
に
お
け
る
日
蘭
関
係
の
一
面
）

の
内
容
紹
介
・
…
・
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
：
緒
方
富
雄
…
：
・
棗

幕
府
医
官
人
見
家
の
人
々
．
：
；
…
・
…
…
：
：
…
．
．
…
深
瀬
泰
旦
．
：
一
奎

芦
原
将
軍
一
代
記
：
．
…
…
：
・
・
：
・
・
…
…
…
…
：
…
岡
田
靖
雄
：
、
一
奎

わ
が
国
の
分
娩
様
式
の
変
遷
…
…
：
…
。
：
…
…
…
蔵
方
宏
昌
…
一
奎

中
国
医
学
に
お
け
る
薬
物
及
び
方
剤
の
効
能
、

分
類
に
関
す
る
考
察
…
…
…
：
…
…
…
・
…
・
…
：
梁
哲
宗
。
：
一
奎

近
世
農
村
の
医
療
事
情
‐
ｌ
守
山
領
の
場
合
…
…
昼
田
源
四
郎
…
一
奎

Ｅ
・
ジ
ェ
ン
ナ
ー
の
論
文
に
お
け
る
グ
リ
ー
ス
に

つ
い
て
。
…
・
・
：
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
．
：
添
川
正
夫
…
一
奎

福
沢
諭
吉
の
杉
田
成
卿
観
…
…
…
…
…
…
…
。
：
…
緒
方
富
雄
：

ド
イ
ツ
に
お
け
る
医
史
学
関
係
資
料
並
に
研
究
の

現
況
・
…
…
・
・
・
…
・
・
・
…
…
…
…
。
：
…
・
・
…
…
…
…
鹿
子
木
敏
範
：

映
画
・
く
す
り
と
日
本
人
ｌ
古
代
か
ら
近
代
薬

の
黎
明
ま
で
ｌ
…
…
：
：
…
…
…
…
：
…
…
：
：
…
…
：
：
…
…

呉
先
生
・
富
士
川
先
生
が
初
め
て
出
会
っ
た
頃

ｌ
わ
が
国
医
史
学
の
濫
膓
を
探
る
…
…
…
。
：
岡
田
靖
雄
：

土
肥
慶
蔵
と
そ
の
学
統
…
…
…
…
・
…
：
…
：
：
…
・
・
長
門
谷
洋
治
：

維
新
前
後
の
徽
毒
問
題
に
つ
い
て
…
：
…
…
・
…
…
原
口
忠
男
．

大
目
付
井
上
筑
後
守
政
重
の
オ
ラ
ン
ダ
医
学
へ
の

関
心
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
…
…
：
。
…
…
長
谷
川
一
夫
．
、

伊
予
水
軍
‐
↓
切
支
丹
伴
天
連
‐
↓
日
本
洋
楽
事
始
め

‐
↓
ゼ
ー
ラ
ン
ジ
ャ
城
…
・
…
：
…
…
・
…
…
：
…
：
．
升
本
情
：

有
田
樹
林
の
論
文
「
日
本
種
痘
家
の
始
祖
」
に
つ

い
て
…
…
・
…
…
：
…
：
：
…
…
…
…
：
…
…
…
…
添
川
正
夫
：

三
〈
三

三
〈
三

三
〈
一
一
一

＝＝一

六六六
三三三三三三

一
一
一
〈
三

三
〈
一
一
一

一
《
一
二
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<適応症〉

ｲﾝﾌﾙｴﾝサ菌,大賜菌，プロテウス・・ﾐﾗビﾘｽ,･淋菌,肺炎球菌，腸球菌．

化膿レンサ球菌，表皮ブドウ球菌，黄色ブドウ球菌のうちアンピシリン感性菌によ

る下記感染症○肺炎，気管支炎，咽喉頭炎，扁桃炎，副鼻腔炎，中耳炎○腎孟

腎炎,膀胱炎,尿道炎，淋疾○胆嚢炎,胆管炎,腹膜炎,ﾘﾝバ節炎,猩紅熱

○乳腺炎，子宮付属器炎.・子宮内感染○麦粒腫，眼瞼膿癌，角膜潰瘍○癖．郷

腫症･よう,毛嚢炎，膿痂疹,脹皮症，蜂寅織炎.感染性粉瘤,原疸，皮下膿蛎

○歯槽膿鰯．抜歯後感染，智歯周囲炎○創傷・熟傷の二次感染

く用法・用量〉

通常,成人の場合,1日量500～1,000mg(力価）とし.これを3～4回に分割して経

口投与する.小児の場合は,1日量を15～40mg(力価)/kgとし,これを3～4回に分

割して経口投与する．なお，年齢．症状により適宜増減する．

<使用上の注意〉

(1岩般的注意ショックなどの反応を予測するため．十分な問診をすること（2吹

の患者には投与しないこと塩酸パｶﾝピｼﾘﾝによるｼｮｯｸの既往歴のある患

者(3吹の患者には慎重に投与すること1）ﾆｼﾘﾝ系又はｾﾌｪﾑ系(セファロ

スポリン系及びセファマイシン系)薬剤に対し過敏症の既往歴のある患者2)本人ま

たは両親,兄弟に気管支端,息.発疹､じんま疹などのｱﾚﾙギｰ反応を起こしやす

い体質を有する患者3)高度の腎障害のある患者

〈包装〉

ベングローブ錠250：100錠(10錠×10)，500錠(10錠×50）

ベンクローフ細粒：1叩glg×1伽包
使用上の注憲.の詳細取扱い上の注恵事項等について;よ.添付文寄を霧照下さい.

〈健保適用〉

感染病巣組織への移行(ぺﾈﾄﾚー ｼｮﾝ）

が優れた経口抗生物質電

と｡
各種感染症に対して

高い治療効果を発揮しま魂

●広い抗菌スペクトラムと優れた抗菌力

●吸収が良好で､lⅢ中濃度は筋肉内投与に匹敵

●優れた組織移行性(ペネトレーション）

●尿中排泄が良好

●各種感染症に優れた効果

経口抗生物質バカンピシリン製剤

霞|壹謂霧
凸 ■■B⑧

鞠 n列ワワ錠･細齢
’ PG-i馴・2(A割1981年12月作成’
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