
「
中
国
の
歴
史
に
お
け
る
医
」
と
い
え
ば
、
ま
ず
、
思
い
浮
ぶ
の
は
扁
鵲
・
張
機
そ
し
て
華
佗
と
い
っ
た
人
た
ち
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
、

古
代
中
国
に
生
き
た
と
さ
れ
る
医
人
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
現
代
の
中
国
に
お
い
て
、
医
学
の
祖
師
・
医
聖
（
扁
鵲
）
、
医
方
の
祖
・
医
中
の

聖
（
張
機
）
、
外
科
の
鼻
祖
（
華
佗
）
な
ど
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
同
時
代
お
よ
び
以
後
の
時
代
に
お
い
て
も
、

有
名
・
無
名
、
種
煮
の
医
人
た
ち
の
居
っ
た
こ
と
は
、
正
史
を
は
じ
め
類
書
・
小
説
類
な
ど
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
「
医
」

と
称
さ
れ
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
の
像
を
解
析
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
と
思
う
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
古
く
か
ら
の
膨
大
な
内
容
を
有
す
る
歴

史
に
お
い
て
諸
種
の
書
か
ら
「
医
」
た
ち
を
求
め
る
の
み
で
は
漠
然
と
し
た
も
の
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
い
ま
は
、
と
り
あ
え
ず
、

制
度
史
的
観
点
に
焦
点
を
絞
っ
て
考
察
を
行
う
こ
と
に
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
中
国
に
お
い
て
、
こ
と
に
古
代
・
中
世
に
お
い
て
は
医
者
を
「
医
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
医
者
と
よ
ば
れ
て
い
る
こ

と
は
非
常
に
少
な
い
。
す
な
わ
ち
、
医
某
と
か
太
医
某
・
太
医
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
「
医
」
と
い
う
も
の
は
ど
の
よ
う
に
理
解

さ
れ
て
い
た
の
か
、
字
義
の
上
か
ら
、
一
つ
の
定
義
づ
け
を
し
て
お
き
た
い
。
後
漢
の
許
慎
の
作
っ
た
『
説
文
解
字
』
に
よ
る
と
、

醤
、
治
病
工
也
。
圦
殴
圦
酉
。
般
悪
姿
也
。
瞥
之
性
然
、
得
酒
而
使
、
故
圦
酉
。
王
育
説
、
一
日
、
殿
病
聲
、
酒
所
以
治
病
也
。
周
禮
有

醤
酒
。
古
老
巫
彰
初
作
筈
。

特
別
講
演

中
国
の
歴
史
に
お
け
る
医

山
本
徳
子
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あ
り
、
獣
医
の
対
象
は
獣
で
あ
る
Ｉ
。

と
あ
る
。
清
代
の
言
語
学
者
の
段
玉
裁
の
注
釈
を
参
考
に
し
て
本
条
を
読
む
と
、
雷
に
つ
い
て
、
殿
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
巫
彰
の
こ
と
に
つ

い
て
な
ど
、
古
代
医
術
の
あ
り
か
た
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
医
・
殴
・
嬢
・
醤
は
一
系
の
字
で
あ
っ
て
、
呪
医
の
時
代
か
ら
の
古
代

医
術
の
展
開
を
字
形
の
上
に
表
現
し
て
い
る
も
の
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
に
お
い
て
は
、
呪
医
と
い
う
い
い
か
た

は
あ
ま
り
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
巫
医
と
い
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
巫
の
字
義
は
祝
で
あ
る
と
い
う
。
祝
は
呪
に
同
じ
で
あ

り
、
古
く
は
祝
の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
と
も
あ
れ
、
医
の
前
の
時
期
の
姿
と
し
て
巫
医
・
巫
と
い
っ
た
も
の
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
。

『
山
海
経
』
「
海
内
西
経
」
に
は
巫
彰
以
下
五
人
は
不
死
の
薬
を
操
っ
て
い
た
と
い
い
、
注
に
よ
る
と
、
彼
ら
は
神
医
だ
と
記
し
て
い
る
。
ま
た

「
大
荒
西
経
」
に
は
巫
彰
な
ど
十
巫
の
居
る
と
こ
ろ
に
は
百
薬
が
あ
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
巫
が
医
薬
の
こ
と
に
関
わ
り
の

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
、
『
論
語
』
に
は
巫
医
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
条
が
あ
る
。
い
つ
の
時
代
か
ら
巫
と
医
と
が
分
離
し
た

の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
と
も
か
く
、
扁
鵲
の
こ
ろ
に
は
一
応
、
巫
と
医
と
は
別
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

中
国
の
制
度
史
を
研
究
す
る
に
当
た
っ
て
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
調
べ
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
書
に
『
周
礼
』
が
あ
る
。
周
公
且
の
撰
と
い
わ
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
は
疑
問
で
あ
っ
て
東
周
の
こ
ろ
の
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
古
代
史
の
重
要
な
資
料
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
『
周
礼
』
に
よ

る
と
、
医
・
巫
・
祝
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
が
記
さ
れ
て
い
る
。
医
の
制
度
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

医
師
、
上
士
二
人
・
下
士
四
人
。
府
二
人
・
吏
二
人
・
徒
二
十
人
（
医
師
衆
医
之
長
）
。

食
医
、
中
士
二
人
。
疾
医
、
中
士
八
人
。
瘍
医
、
下
士
八
人
。
獣
医
、
下
士
四
人
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
人
の
医
療
に
関
係
の
あ
る
の
は
医
師
・
疾
医
・
瘍
医
で
あ
る
ｌ
食
医
は
王
の
食
物
に
つ
い
て
の
栄
養
管
理
者
で

こ
の
医
師
が
、
秦
の
時
に
は
太
医
令
と
変
っ
て
お
り
、
以
後
、
唐
代
に
至
る
ま
で
続
い
て
い
た
。

唐
代
の
制
度
史
の
基
本
史
料
と
さ
れ
る
『
大
唐
六
典
』
は
『
周
礼
』
を
模
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
唐
代
の
制
度
を
記
す
と
と
も

に
、
そ
の
沿
革
が
書
い
て
あ
る
の
で
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
古
い
時
代
と
の
関
係
を
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

／ ハ ､
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太
医
令
の
属
し
て
い
た
の
は
太
常
寺
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
北
朝
の
北
斉
の
時
に
始
ま
る
（
も
っ
と
も
、
前
漢
の
時
に
は
、
太
常
寺
の
前
身
と
み

ら
れ
る
太
常
、
さ
ら
に
そ
の
前
身
の
奉
常
と
い
う
役
所
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
）
。
こ
の
太
常
寺
と
は
、
国
家
の
祭
祀
を
掌
る
役
所
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
役
所
に
太
医
署
が
属
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
か
つ
て
は
お
そ
ら
く
太
医
署
の
職
務
と
は
、
人
を
治
療
す
る
こ
と
と
共
に
、
国
家
の

祭
祀
に
関
係
の
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
解
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
太
医
署
の
職
務
の
変
遷
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
し

か
に
、
唐
代
に
お
い
て
は
、
太
医
署
は
、
人
の
疾
病
の
治
療
を
行
う
役
所
で
あ
る
と
と
も
に
、
医
術
教
育
を
行
う
機
関
と
も
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
な
お
、
こ
の
医
術
教
育
の
中
に
は
医
薬
を
も
っ
て
医
療
を
行
う
と
と
も
に
、
呪
禁
に
よ
る
治
療
も
含
ま
れ
て
い
た
。
一
見
、
巫
と
医
と

は
分
離
し
た
と
は
い
う
も
の
の
、
制
度
面
に
お
い
て
、
な
お
、
末
・
元
・
明
の
時
代
に
至
る
ま
で
医
療
の
中
に
〃
ま
じ
な
い
〃
治
療
が
存
し
て

変
遷
し
て
お
り
、
元
（

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

の
役
所
と
な
っ
て
い
っ
た
。
金
・
元
（

然
、
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
な
各
時
代
に
お
け
る
医
事
制
度
を
基
と
し
て
、
当
時
の
医
人
た
ち
の
様
相
か
ら
、
中
国
の
歴
史
に
お
け
る
医
の
姿
に
つ
い
て
論

じ
、
さ
ら
に
は
、
現
代
の
中
国
医
史
学
書
に
お
け
る
、
医
人
に
対
す
る
視
点
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
い
。

（
横
浜
市
立
大
学
医
学
部
医
史
学
教
室
）

い
た
。太

医
署
を
は
じ
め
と
す
る
医
事
制
度
は
、
唐
と
宋
の
間
に
お
い
て
大
き
く
変
わ
っ
た
。
そ
し
て
、
宋
代
に
お
い
て
は
、
太
医
署
は
医
術
教
育

役
所
と
な
っ
て
い
っ
た
。
金
・
元
の
時
代
に
お
い
て
は
、
中
国
へ
の
侵
入
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
の
統
治
形
態
と
な
り
、
医
事
制
度
も
、
当

つ
ぎ
の
明
代
に
お
い
て
は
、
そ
の
官
制
は
、
漢
・
唐
の
旧
に
沿
っ
て
こ
れ
を
損
益
し
た
も
の
、
と
は
い
う
も
の
の
、
医
事
制
度
は
、
や
は
り

登
し
て
お
り
、
元
の
影
響
を
う
け
て
い
る
。
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
医
に
従
事
す
る
も
の
を
医
戸
と
し
て
身
分
が
固
定
さ
れ
て
し
ま
つ

〆甸、
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