
医
史
学
に
お
い
て
先
史
時
代
の
占
め
る
ウ
エ
イ
ト
は
、
こ
れ
ま
で

必
ず
し
も
大
き
く
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
興
味
あ
る
主
題

で
あ
る
。

本
邦
の
縄
文
土
器
・
土
偶
に
染
ら
れ
る
妊
娠
、
分
娩
（
誕
生
）
、
哺

乳
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
考
古
学
者
等
に
よ
る

解
釈
や
見
解
が
流
布
し
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
貴
重
で
あ
る
が
、

な
か
に
は
少
々
的
外
れ
な
も
の
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は

人
間
に
お
け
る
分
娩
の
実
際
を
み
た
こ
と
の
な
い
人
に
よ
っ
て
な
さ

れ
た
解
釈
の
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
に
門
外
漢
で
あ
る
産
婦

人
科
医
の
発
言
し
う
る
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。

さ
て
、
縄
文
土
器
や
土
偶
に
つ
い
て
は
、
美
術
書
や
図
録
に
よ
っ

て
紹
介
さ
れ
、
か
な
り
知
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
実
物

は
、
各
地
の
辺
ぴ
な
考
古
資
料
館
な
ど
に
保
管
さ
れ
て
い
て
、
な
か

な
か
み
る
機
会
が
え
ら
れ
な
い
。
一
九
八
三
年
秋
に
山
梨
県
立
考
古

縄
文
土
器
・
土
偶
の
産
科
学
的
考
察

石
原
力

博
物
館
で
開
か
れ
た
「
土
偶
」
特
別
展
は
、
主
に
山
梨
・
長
野
県
出

土
の
も
の
を
一
堂
に
蒐
め
た
も
の
で
、
杉
立
義
一
氏
に
教
え
ら
れ
、

み
る
こ
と
が
で
き
、
大
い
に
参
考
に
な
っ
た
。

日
本
最
古
の
女
人
像
は
、
愛
媛
県
上
浮
穴
郡
美
川
村
上
黒
岩
岩
陰

遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
五
’
六
ｍ
の
小
石
四
個
に
え
が
か
れ
た
も

の
（
礫
偶
）
で
、
通
称
「
黒
岩
の
ビ
ー
ナ
ス
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

縄
文
時
代
草
創
期
の
作
と
い
わ
れ
、
二
個
に
は
豊
か
な
乳
房
と
、
乳

房
に
か
か
っ
た
長
い
髪
と
、
局
所
を
掩
い
か
く
す
腰
蓑
が
、
他
の
二

個
に
は
長
く
た
れ
下
が
っ
た
髪
と
、
そ
の
一
個
に
は
腰
衣
様
の
も
の

が
、
細
い
線
で
刻
ま
れ
て
お
り
、
顔
や
手
足
は
な
い
。
水
野
正
好
氏

は
、
髪
、
乳
房
、
腰
蓑
は
、
女
性
を
表
現
す
る
最
少
の
要
素
と
し
て

い
る
。
ス
メ
ー
ル
の
象
形
文
字
で
は
、
乳
房
と
胃
の
画
を
結
び
つ
け

て
妊
娠
を
表
わ
し
た
と
い
う
が
、
「
黒
岩
の
ビ
ー
ナ
｝
〈
」
の
乳
房
と

腰
蓑
と
の
。
ヘ
ア
に
は
、
腰
蓑
に
呪
的
、
腹
帯
的
意
味
を
認
め
る
と

き
、
妊
娠
の
表
現
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

縄
文
中
期
に
な
る
と
、
妊
娠
状
態
を
示
す
土
偶
が
現
わ
れ
て
く

〉
（
》
Ｏ

中
期
前
葉
で
は
、
早
期
・
前
期
以
来
つ
く
ら
れ
て
き
た
板
状
土
偶

の
胸
部
に
、
乳
房
を
表
わ
す
粘
土
粒
が
二
個
つ
け
ら
れ
、
そ
の
下
に
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妊
娠
腹
部
膨
隆
を
示
す
一
個
が
つ
け
ら
れ
る
。
青
森
県
西
津
軽
郡
森

田
村
石
神
遺
跡
出
土
の
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
（
森
田
村
教
育
委
員
会
所

蔵
）
。中

期
中
葉
の
妊
娠
土
偶
で
は
、
新
潟
県
糸
魚
川
市
長
者
ケ
原
遺
跡

か
ら
出
た
高
さ
三
○
・
○
ｍ
の
頭
部
破
壊
の
も
の
（
東
京
国
立
博
物
館

所
蔵
）
が
、
粘
土
粒
の
貼
り
付
け
の
代
わ
り
に
、
前
胸
部
か
ら
腰
部
に

及
ぶ
正
中
の
沈
線
を
え
が
き
、
最
下
端
を
僅
か
に
丸
く
し
て
妊
娠
を

表
わ
し
て
い
る
。
ま
た
新
潟
県
栃
尾
市
栃
倉
遺
跡
か
ら
出
た
高
さ
一

一
・
五
ｍ
の
頭
・
手
・
足
を
欠
く
も
の
（
栃
尾
市
教
育
委
員
会
所
蔵
）

も
、
正
中
の
沈
線
と
腹
部
膨
隆
を
示
す
下
腹
部
の
横
楕
円
形
の
線
が

え
が
か
れ
て
い
る
。
沈
線
は
正
中
線
の
妊
娠
に
よ
る
色
素
沈
着
（
黒

線
冒
３
且
四
四
）
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
妊
婦
で
は
通

常
鵬
か
ら
下
の
方
が
強
い
。

ち
の
と
が
り
い
し

中
期
後
葉
に
な
る
と
、
長
野
県
茅
野
市
尖
石
遺
跡
か
ら
出
た
高
さ

八
・
五
ｍ
の
妊
娠
土
偶
が
、
そ
の
造
形
の
美
し
さ
か
ら
有
名
で
あ
る

（
東
洋
観
光
事
業
団
所
蔵
）
。
妊
娠
表
現
の
沈
線
が
上
腹
部
に
あ
り
、
右

手
を
右
の
腰
の
上
に
軽
く
当
て
、
左
手
は
胸
に
当
て
て
い
る
が
、
こ

れ
は
縄
文
中
期
の
定
型
的
ポ
ー
ズ
で
あ
る
。
足
は
く
ず
し
て
横
に
坐

っ
て
い
る
。
腹
部
膨
隆
の
形
状
か
ら
、
こ
れ
は
妊
娠
末
期
の
初
妊
婦

と
考
え
ら
れ
る
。

晩
期
で
は
、
青
森
県
西
津
軽
郡
木
造
町
亀
ヶ
丘
遺
跡
か
ら
出
た
高

さ
一
九
・
五
ｍ
の
リ
ア
ル
な
妊
娠
土
偶
が
有
名
で
あ
る
（
東
京
大
学

人
類
学
教
室
所
蔵
）
。
特
徴
的
な
こ
と
は
、
懸
垂
乳
房
が
糸
ら
れ
る
こ

と
で
、
モ
デ
ル
が
経
産
婦
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
腹
壁
も
経

産
婦
に
翠
ら
れ
る
ょ
う
に
、
少
し
弛
緩
し
て
前
下
方
に
突
出
し
て
い

る
よ
う
に
桑
え
る
。

に
ら

山
梨
県
韮
崎
市
藤
井
町
坂
井
遺
跡
出
土
の
中
期
の
誕
生
土
偶
（
坂

井
考
古
館
所
蔵
）
は
、
五
・
六
ｍ
で
あ
る
が
、
股
間
に
み
え
る
も
の
は

半
分
娩
出
し
た
全
膝
位
の
児
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
山
梨
県
北
巨
摩

郡
須
玉
町
御
所
前
遺
跡
出
土
の
深
鉢
形
土
器
は
五
八
・
○
ｍ
の
大
き

と
つ
て

さ
で
あ
る
が
、
顔
面
把
手
が
産
婦
を
表
わ
し
、
こ
れ
の
下
側
と
そ
の

対
側
の
外
面
に
頭
位
で
娩
出
す
る
児
の
顔
が
象
え
る
。
メ
キ
シ
コ
の

昌
酌
園
。
巖
昌
神
の
出
産
石
像
を
想
起
さ
せ
る
作
品
で
あ
る
。

か
ら
ど
の
象
や

長
野
県
諏
訪
郡
富
士
見
町
唐
渡
宮
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
六
四
・
五

ｍ
の
中
期
の
深
鉢
形
土
器
（
井
戸
尻
考
古
館
所
蔵
）
に
は
、
黒
く
え
が

い
た
出
産
図
が
あ
る
。
両
手
を
大
き
く
横
に
開
い
て
腰
を
か
が
め
た

姿
勢
を
と
り
、
中
央
の
外
陰
部
か
ら
下
へ
二
本
の
線
を
え
が
い
て
い

る
。
胎
盤
、
腰
帯
説
も
あ
る
が
、
私
の
見
た
と
こ
ろ
で
は
隅
帯
と
思
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れ
る
。

わ
れ
る
。
そ
の
構
図
は
フ
ラ
ン
ス
の
ロ
。
己
。
鴨
①
の
層
巨
鵲
匙
に

の
こ
る
氷
河
期
後
期
の
出
産
図
と
同
じ
正
面
図
で
あ
る
。
図
の
視
点

が
産
婦
と
対
座
す
る
助
産
者
の
位
置
に
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
え
が

い
た
者
が
助
産
も
行
っ
て
い
た
女
性
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
。
す

な
わ
ち
縄
文
時
代
に
は
女
性
に
よ
る
助
産
行
為
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

（
虎
の
門
病
院
産
婦
人
科
）

江
戸
時
代
を
中
心
と
し
た
わ
が
国
の
子
育
て
の
書
の
中
で
、
乳
幼

児
の
発
達
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
か
を
構
成
し
て

み
る
こ
と
が
、
こ
の
小
論
の
目
的
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意

味
を
も
ち
う
る
の
か
。
主
な
も
の
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

Ｂ
た
ん
に
乳
幼
児
を
取
扱
う
技
術
・
方
法
を
問
題
に
す
る
の
で

は
な
く
て
、
そ
の
背
後
に
あ
る
信
念
・
価
値
の
シ
ス
テ
ム
を
も
問
う

こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
方
法
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
た
か

を
明
ら
か
に
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

○
乳
幼
児
の
行
動
的
・
心
理
的
発
達
の
過
程
に
つ
い
て
の
当
時

の
理
解
の
中
に
、
今
日
か
ら
見
て
も
重
要
な
認
識
や
洞
察
が
認
め
ら

れ
る
。
乳
幼
児
を
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
と
と
ら
え
、
ど
の
よ
う
に
取

扱
っ
て
き
た
か
を
知
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
育
児
文
化
の
伝
統
を
考

え
る
う
え
で
、
重
要
な
意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
中
に
、
過

江
戸
期
の
子
育
て
の
書
に
現
わ
れ
た

乳
幼
児
発
達
観

、
Ｉ
Ｉ
Ｊ

ノ

嶋

秀
夫
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