
そ
し
て
さ
ら
に
京
都
の
医
学
の
流
れ
の
中
心
は
、
京
都
の
桑
に
存
在
し
た
宮
廷
の
典
薬
寮
の
医
官
た
ち
集
団
の
活
動
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
そ

れ
が
そ
の
推
進
力
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
確
信
を
も
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

宮
廷
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
貴
紳
顕
官
た
ち
は
申
す
ま
で
も
な
く
最
高
の
権
力
者
た
ち
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
等
は
当
時
の
最
高
か
つ
最
良
の
医

療
設
備
と
医
師
た
ち
と
を
そ
の
周
辺
に
か
か
え
る
必
要
と
力
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
宮
廷
内
の
内
裏
と
称
す
る
エ
リ
ア
の
中
で
典
薬
寮
と
い
う
建
物
を
つ
く
り
、
医
師
た
ち
を
管
理
し
運
営
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
権
威

あ
る
政
治
家
た
ち
は
技
術
官
と
し
て
の
医
師
団
よ
り
優
位
に
た
ち
、
そ
の
上
医
官
た
ち
を
そ
の
ま
ま
で
採
用
し
た
の
で
は
な
く
、
彼
等
を
い
つ

し
か
世
襲
職
に
も
ち
こ
ゑ
、
さ
ら
に
、
医
師
た
ち
を
壮
厳
す
る
た
め
に
位
階
勲
等
を
与
え
た
。
典
薬
寮
の
医
官
た
ち
は
の
ち
に
な
っ
て
典
薬
寮

わ
れ
わ
れ
日
本
の
医
史
学
に
興
味
を
よ
せ
て
い
る
京
都
在
住
の
医
師
十
一
名
が
協
力
し
て
共
同
執
筆
し
た
『
京
都
の
医
学
史
』
（
第
三
十
四
回

毎
日
出
版
文
化
賞
特
別
賞
）
が
出
版
さ
れ
た
。
演
者
も
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
と
し
て
研
究
中
に
気
の
つ
い
た
こ
と
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
そ
の

一
つ
の
テ
ー
マ
に
、
平
安
時
代
に
端
を
発
し
て
千
余
年
を
へ
て
、
日
本
の
医
学
が
さ
ま
ざ
ま
の
変
遷
を
へ
て
明
治
に
至
る
ま
で
の
間
の
日
本
の

医
学
の
主
流
は
京
都
の
医
学
の
足
跡
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
こ
に
喋
々
と
述
べ
る
必
要
も
な
い
く
ら
い
周
知
の

特
別
講
演

こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
と
申
せ
る
。

京
都
の
医
学
の
源
流

山
田
重
正
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そ
の
間
に
碩
学
僧
が
多
く
輩
出
し
た
。
虎
関
師
錬
、
雪
村
友
梅
、
中
巌
円
月
、
義
堂
周
信
、
絶
海
中
津
、
岐
陽
方
秀
、
一
体
宗
純
ら
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
活
躍
し
た
の
は
文
学
活
動
で
あ
り
後
世
五
山
文
学
と
し
て
盛
名
を
馳
せ
て
い
る
。
当
然
坐
禅
修
業
は
宗
乗
で
あ
り
、
詩
業
な
ど

余
乗
に
逃
避
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
批
判
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
碩
学
僧
の
行
動
は
禅
の
伝
統
を
辛
う
じ
て
護
っ
た
壮
挙
で
あ
っ
た
と
考
え

る
。
そ
の
時
の
医
学
を
守
っ
た
典
薬
寮
の
医
官
た
ち
と
比
較
す
る
の
は
無
理
か
も
知
れ
な
い
が
、
仏
教
界
の
情
況
に
も
似
て
、
だ
れ
が
医
学
の

伝
統
を
守
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
典
薬
寮
の
医
師
た
ち
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
時
代
を
経
て
近
世
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
再
び
医
学
の
興
隆
を
迎
え
る
。
徳
川
時
代
に
入
る
と
、
宮
廷
の
衰
微
も
さ
る
こ
と
な
が

か
単

の
長
官
即
ち
頭
に
も
任
命
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
医
学
の
研
讃
を
怠
ら
ず
理
論
や
技
術
を
み
が
い
て
い
っ
た
。

も
と
も
と
奈
良
時
代
に
創
立
さ
れ
た
官
営
の
典
薬
寮
を
含
む
医
療
形
態
は
平
安
時
代
に
至
っ
て
さ
ら
に
整
備
さ
れ
、
内
容
も
充
実
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。
か
く
優
秀
な
専
門
家
医
師
団
が
集
め
ら
れ
て
定
着
す
る
。
後
世
貴
族
独
占
の
医
学
の
時
代
と
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
多

く
の
医
家
の
う
ち
和
気
、
丹
波
両
家
の
医
家
系
統
が
な
が
く
中
心
的
存
在
と
な
っ
た
。

丹
波
康
頼
は
か
の
『
医
心
方
』
と
い
う
名
著
を
撰
述
し
た
。
平
安
時
代
の
後
期
に
な
っ
て
律
令
制
国
家
は
終
末
を
つ
げ
、
中
世
に
入
り
封
建

制
の
時
代
に
変
換
し
は
じ
め
る
と
国
民
の
医
療
の
不
毛
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
典
薬
寮
の
医
師
た
ち
は
多
く
鎌
倉
に
下
向
し
た
が
、
多

数
の
医
家
は
京
洛
に
残
り
衰
え
た
京
都
の
医
学
を
守
っ
た
。

室
町
時
代
に
は
京
都
の
医
療
は
歴
史
的
背
景
の
大
変
動
か
ら
大
き
く
揺
ぎ
消
え
ん
と
し
て
消
え
ず
、
空
虚
に
近
い
典
薬
寮
の
医
官
た
ち
は
生

活
苦
に
あ
え
ぎ
つ
つ
京
都
の
医
療
の
と
も
し
び
を
防
衛
し
た
。

そ
の
頃
の
仏
教
の
動
き
は
当
然
大
き
な
影
響
を
う
け
て
い
る
。
鎌
倉
未
か
ら
室
町
未
に
至
る
間
、
も
っ
と
も
激
し
い
沈
滞
を
示
し
た
仏
教
の

う
ち
で
禅
宗
で
あ
る
臨
済
宗
の
桑
は
活
気
を
示
し
て
い
た
。
い
ろ
い
ろ
変
っ
た
が
、
京
都
、
鎌
倉
に
は
五
山
と
い
う
制
度
が
あ
っ
た
の
ち
第
一

天
龍
寺
・
建
長
寺
、
第
二
相
国
寺
・
円
覚
寺
、
第
三
建
仁
寺
・
寿
福
寺
、
第
四
東
福
寺
・
浄
智
寺
、
第
五
万
寿
寺
・
浄
明
寺
と
な
っ
て
、
今
日

天
龍
寺
・
建
長
羊

に
至
っ
て
い
る
。
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か
が
や
か
し
い
栄
光
を
も
っ
た
時
代
も
あ
っ
た
宮
廷
の
典
薬
寮
も
明
治
維
新
の
改
革
に
よ
っ
て
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
九
月
を
も
っ
て
終
止

符
が
う
た
れ
、
そ
の
歴
史
は
永
久
に
京
都
か
ら
消
え
去
っ
た
の
で
あ
る
。

平
安
時
代
以
来
明
治
に
至
る
ま
で
、
長
い
年
月
間
断
も
な
く
つ
づ
い
た
の
は
京
都
に
お
い
て
も
典
薬
寮
と
い
う
組
織
だ
け
で
あ
っ
た
と
考
え

る
。
こ
の
組
織
と
そ
れ
を
構
成
し
た
医
師
団
の
歴
史
は
、
な
が
い
首
都
で
あ
っ
た
京
都
な
ら
で
は
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
の

消
滅
は
亡
び
ゆ
く
秋
草
の
如
く
美
し
く
や
さ
し
い
姿
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
を
な
つ
か
し
ん
で
そ
の
歴
史
を
挽
歌
を
つ
く
る
よ
う
に
『
典
医
の
歴

史
』
と
し
て
、
演
者
は
粗
雑
か
つ
不
充
分
な
が
ら
書
き
綴
っ
て
世
に
と
う
た
次
第
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
典
薬
寮
の
存
在
と
功
用
を
考
察
す
る

う
ち
書
き
の
こ
し
た
重
要
な
事
項
を
い
く
つ
か
思
い
い
た
っ
た
。
そ
れ
は
京
都
の
医
学
の
形
成
と
発
展
の
歩
染
の
原
点
で
あ
り
源
流
で
あ
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
と
に
そ
の
世
界
に
興
味
を
持
ち
つ
づ
け
て
き
た
も
の
の
我
田
引
水
的
な
推
論
と
も
考
え
ら
れ
る

恐
れ
は
あ
る
と
思
う
し
、
拙
著
に
そ
う
結
論
的
に
記
述
を
し
て
い
な
い
の
だ
が
、
今
日
、
結
論
的
に
日
本
の
医
学
の
源
流
は
『
京
都
の
医
学
の

歴
史
」
で
あ
り
、
し
か
も
「
京
都
の
医
学
」
の
源
流
は
派
手
で
は
な
く
、
つ
つ
ま
し
や
か
に
沈
潜
し
た
姿
で
終
始
し
た
「
典
薬
寮
の
歴
史
」
に

あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
は
綜
説
で
あ
り
、
か
つ
試
論
で
あ
る
。

寮
の
医
官
た
ち
で
あ
っ
た
。

ら
典
薬
寮
の
組
織
と
内
容
は
案
外
充
実
し
て
、
も
は
や
貴
族
独
占
の
姿
は
す
で
に
消
え
さ
り
、
医
療
の
大
衆
化
の
時
代
に
な
っ
て
き
た
。
更
に

旧
態
依
然
た
る
和
・
丹
両
系
の
医
師
た
ち
は
旧
家
と
呼
ば
れ
、
民
間
の
医
療
普
及
か
ら
輩
出
し
た
名
医
、
大
医
ら
が
続
々
典
薬
寮
に
招
か
れ
て

医
官
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
人
点
を
新
家
と
呼
ば
れ
た
。

か
く
の
如
く
京
都
の
医
学
は
衰
え
た
と
き
は
地
下
水
の
如
く
流
れ
、
時
至
れ
ば
地
表
に
現
れ
大
河
と
な
っ
て
ほ
と
ば
し
っ
た
も
の
こ
そ
典
薬

う７
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