
〃
医
は
仁
術
″
な
る
語
句
の
初
見
は
、
明
代
に
出
版
さ
れ
た
『
医

説
』
（
宋
、
張
杲
の
著
。
一
五
四
四
）
に
付
せ
ら
れ
た
康
漏
彬
の
序
文
に

象
ら
れ
、
そ
の
倫
理
的
な
こ
と
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
徐
春
甫
の

「
医
本
仁
術
」
（
『
古
今
医
統
大
全
』
。
一
五
五
六
）
に
あ
る
こ
と
は
周
知

の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
徐
春
甫
の
「
医
本
仁
術
」
の
記
述

は
、
陸
宣
公
の
論
に
拠
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
注
に
記
し
て
い
る
。

な
お
、
明
代
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、
黄
塀
・
程
敏
政

等
の
も
の
に
も
、
〃
医
は
仁
術
″
と
い
う
こ
と
が
承
ら
れ
る
。
こ
と

に
、
程
敏
政
は
、
そ
の
文
中
に
お
い
て
、
古
く
は
医
は
仁
術
と
称
し

た
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
彼
の
い
う
〃
古
〃
と
は
、
い
ず
れ

の
頃
を
指
す
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
と
も
か
く
、
明
代
よ
り

以
前
の
時
代
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
前
掲
の
「
陸

宣
公
の
論
」
と
い
う
こ
と
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
の
は
、
唐
代
も
一
つ

中
国
に
お
け
る
〃
医
は
仁
術
〃

の
思
想
と
史
的
変
遷

山
本
徳
子

の
範
囲
内
と
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
〃
医
は
仁
術
″
な
る
語
句
を
称
し
た
人
た
ち

の
身
分
お
よ
び
出
身
を
桑
る
と
、
純
粋
の
医
者
に
限
定
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
に
気
づ
く
。

す
な
わ
ち
、
康
循
彬
は
行
政
官
・
官
僚
で
あ
る
。
徐
春
甫
は
、
代

代
儒
学
を
業
と
す
る
家
の
出
身
で
、
自
身
も
儒
家
で
あ
っ
た
が
、
の

ち
医
薬
の
こ
と
に
携
わ
っ
て
い
る
。
陸
宣
公
（
陸
贄
）
は
唐
代
の
著

名
な
政
治
家
（
宰
相
）
・
官
僚
で
あ
る
。
黄
偏
は
儒
家
の
出
身
で
あ
る

が
、
の
ち
医
官
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
程
敏
政
は
名
臣
の
子
で

あ
り
、
文
官
・
官
僚
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
〃
医
は
仁
術
″
を
称

し
、
か
つ
、
記
述
し
て
い
た
も
の
は
、
儒
学
（
経
学
）
の
素
養
の
深

い
人
た
ち
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の

こ
と
を
参
考
と
し
て
、
さ
ら
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
中
国
に
お
い

て
〃
医
は
仁
術
″
を
称
し
て
い
た
の
は
、
儒
学
す
な
わ
ち
経
学
に
基

づ
く
と
こ
ろ
の
医
学
思
想
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
証
明
と
な
る
の
は
、
本
邦
に

お
い
て
は
、
〃
医
は
仁
術
″
と
は
、
医
の
倫
理
の
表
現
と
み
ら
れ
て

い
る
と
同
時
に
諺
と
し
て
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
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れ
に
反
し
て
、
中
国
で
は
諺
の
中
に
〃
医
は
仁
術
〃
と
い
う
も
の
は

存
し
て
い
な
い
。
こ
こ
に
、
そ
の
解
釈
の
相
違
お
よ
び
重
要
性
の
大

き
な
違
い
が
存
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

中
国
に
お
い
て
、
な
ぜ
、
医
者
以
外
の
も
の
、
と
り
わ
け
、
官

僚
・
文
化
人
た
ち
が
、
〃
医
は
仁
術
″
を
称
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
古
く
か
ら
存
し
て
い
た
も
の
の
、
な
ぜ
、
明
代
に
お
い
て

盛
ん
に
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
明
代
に
至
る
ま
で
の
時
代

的
変
遷
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
唐
・
宋
間
の
大
き
な
変
革
期

を
経
た
政
治
・
社
会
の
変
化
、
そ
し
て
、
経
学
・
文
化
等
の
変
化
で

あ
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
の
儒
家
・
文
化
人
た
ち
お
よ
び
医
者
の
身
分

の
変
遷
の
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

（
横
浜
市
立
大
学
医
史
学
研
究
室
）

素
間
霊
枢
の
医
学
は
、
三
才
・
陰
陽
・
五
行
を
も
っ
て
そ
の
理
論

的
枠
組
と
な
し
、
気
を
も
っ
て
そ
の
医
学
的
内
容
を
展
開
し
て
い

る
。
気
と
は
一
つ
の
機
能
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
的
概
念
で
あ
る
。
こ
の

点
、
現
代
医
学
が
よ
り
多
く
形
態
的
物
質
的
基
礎
の
上
に
構
築
さ
れ

て
い
る
の
に
対
し
て
一
つ
の
特
色
を
な
し
て
い
る
。
故
に
中
国
古
代

医
学
は
気
の
医
学
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。

中
国
古
代
に
お
け
る
気
の
本
義
、
気
の
概
念
の
発
生
と
展
開
の
探

究
に
つ
い
て
は
、
先
人
の
業
績
が
あ
る
。
そ
の
検
討
は
し
ば
ら
く
お

い
て
、
こ
こ
に
は
素
問
霊
枢
の
医
学
に
お
け
る
気
の
意
義
に
つ
い
て

考
え
る
。

生
体
の
構
成
。
こ
れ
は
三
つ
の
レ
ベ
ル
に
分
け
て
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
一
つ
は
魂
塊
。
語
源
に
よ
れ
ば
、
人
が
死
ぬ
と
魂
は
肉
体
か

ら
抜
け
出
て
飛
昇
し
、
あ
と
に
ぬ
け
が
ら
と
し
て
の
肉
体
の
形
が
残

る
。
こ
れ
が
塊
で
あ
る
。
逆
算
し
て
生
体
は
魂
塊
よ
り
成
る
。
素
間

素
間
霊
枢
に
於
け
る
気
の
研
究

'一P

多ろく

本
誠
一
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