
い
わ
ゆ
る
後
世
派
医
学
の
祖
、
曲
直
瀬
道
三
は
、
十
三
年
に
わ
た

る
田
代
三
喜
の
も
と
で
の
修
業
の
後
、
一
五
四
五
年
に
京
都
に
帰

り
、
医
人
と
し
て
の
活
躍
を
開
始
し
た
。
そ
し
て
、
彼
の
主
唱
す
る

医
学
体
系
は
、
時
を
経
ず
し
て
日
本
医
学
の
主
流
と
な
り
、
そ
れ
以

前
に
行
わ
れ
て
い
た
医
学
は
、
曲
直
瀬
流
の
中
に
取
り
込
ま
れ
、
も

し
く
は
再
編
成
さ
れ
て
そ
の
勢
力
を
失
い
、
や
が
て
消
滅
し
て
い
っ

た
。

彼
の
医
学
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
隆
盛
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
そ

の
体
系
が
丁
度
そ
の
頃
よ
り
勃
興
の
途
上
に
あ
っ
た
儒
学
（
宋
学
）

の
思
想
と
軌
を
一
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
か
、
初
代
道
三
の
卓

越
し
た
社
交
手
腕
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
か
、
玄
朔
を
始
め
と
し
て

す
ぐ
れ
た
後
継
者
を
多
数
養
成
し
た
こ
と
に
よ
る
と
か
、
さ
ま
ざ
ま

な
理
由
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

安
土
桃
山
時
代
に
於
け
る
吉
田
家

と
曲
直
瀬
家
の
関
係
に
つ
い
て安

井
広
迪

更
に
こ
の
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
道
三
た
だ
一
人
が
金
元
医
学
の
発

展
型
で
あ
る
当
時
最
新
の
明
医
学
を
理
解
・
実
践
で
き
た
こ
と
と
深

い
関
わ
り
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
一
度
も
渡
明

し
た
こ
と
の
な
い
道
三
が
、
必
要
な
文
献
や
最
新
の
情
報
（
当
時
の
新

刊
本
や
中
国
に
於
け
る
一
一
ユ
ー
ス
な
ど
）
、
更
に
は
使
用
す
る
薬
物
な
ど

を
比
較
的
容
易
に
入
手
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
想
定
さ
れ
よ
う
。

そ
れ
は
、
道
三
の
交
遊
関
係
と
も
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
筆
者
は
、
そ
の
重
要
な
も
の
と
し
て
吉
田
家
に
注
目
し
、
両

者
の
関
係
を
調
べ
た
。

道
三
活
躍
当
時
、
嵯
峨
に
あ
っ
て
土
倉
業
を
営
ん
で
い
た
吉
田

（
角
倉
）
家
は
、
ま
た
そ
の
家
祖
徳
春
以
来
の
医
家
の
家
系
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
こ
の
家
系
は
、
四
代
目
に
至
っ
て
宗
桂
と
い
う
名
医
を

登
場
さ
せ
る
。
彼
は
、
天
竜
寺
の
僧
、
策
彦
周
良
に
従
っ
て
二
度
ま

で
渡
明
し
、
名
医
と
し
て
の
評
判
を
得
て
帰
朝
し
て
い
る
。
彼
が
優

秀
な
医
師
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
明
の
世
宗
の
病
気
を
治
し
た
と
い
う

逸
話
や
、
最
初
の
渡
明
後
、
天
文
十
九
年
に
一
条
殿
の
邸
宅
で
『
医

方
大
成
論
』
の
連
続
講
義
を
行
っ
て
い
る
の
を
承
て
も
明
ら
か
で
あ

る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
宗
桂
と
道
三
、
ひ
い
て
は
吉
田
家
と
曲
直
瀬
家
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は
、
残
さ
れ
た
資
料
か
ら
見
る
限
り
、
相
当
に
親
密
な
関
係
に
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
い
く
つ
か
の
例
を
あ
げ
る
。

ま
ず
、
両
者
に
は
共
通
の
友
人
が
存
在
し
た
。
『
言
継
卿
記
』
「
言

経
卿
記
』
に
、
道
三
・
玄
朔
・
宗
桂
の
名
が
登
場
す
る
こ
と
は
、
山

科
家
を
通
じ
た
両
者
の
交
流
を
、
ま
た
宗
桂
を
伴
っ
て
渡
明
し
た
策

彦
が
、
道
三
の
『
啓
迪
集
』
の
題
辞
を
書
い
た
と
い
う
事
実
は
、
策

彦
を
仲
介
に
し
た
交
遊
関
係
を
想
定
さ
せ
る
。

更
に
、
泰
宗
巴
は
吉
田
宗
桂
の
紹
介
で
道
三
に
入
門
し
て
い
る

し
、
『
道
三
家
譜
』
は
宗
桂
の
哲
詞
が
曲
直
瀬
家
に
あ
っ
た
こ
と
を

伝
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
宗
桂
が
道
三
の
医
術
を
非
常
に

高
く
評
価
し
、
自
ら
も
学
ぶ
と
こ
ろ
の
多
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
こ
の
評
価
は
、
宗
桂
の
次
の
世
代
に
な
っ
て
も
変
わ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

例
え
ば
宗
桂
の
次
子
、
宗
恂
が
擁
を
患
っ
て
そ
の
最
後
を
迎
え
る

と
き
、
大
阪
に
い
た
玄
朔
が
か
け
つ
け
て
治
療
に
当
っ
て
い
る
。
玄

朔
は
宗
恂
ば
か
り
で
な
く
、
吉
田
家
全
体
の
主
治
医
の
よ
う
な
役
割

を
し
て
い
た
ら
し
く
、
彼
の
医
案
集
『
医
学
天
正
記
』
に
は
、
吉
田

與
次
（
吉
田
本
家
嫡
男
・
宗
桂
の
甥
）
と
角
倉
了
以
（
宗
桂
の
長
子
）
の

治
験
例
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
医
学
上
の
つ
な
が

り
は
、
更
に
家
と
家
と
の
関
係
を
深
め
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
角

倉
了
以
は
二
男
三
女
の
子
持
ち
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
長
女
は
曲
直
瀬

道
三
の
養
女
と
な
っ
て
曲
直
瀬
家
に
入
っ
て
い
る
。
彼
女
は
天
正
十

九
年
に
没
し
、
吉
田
家
と
曲
直
瀬
家
の
姻
戚
関
係
は
そ
れ
以
上
進
む

こ
と
ば
な
か
っ
た
が
、
こ
の
一
事
を
み
て
も
両
家
の
付
き
合
い
は
深

い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
を
い
れ
な
い
。

な
お
、
吉
田
家
は
医
を
業
と
し
て
き
た
た
め
、
宗
桂
、
宗
恂
以
外

に
も
医
師
が
多
か
っ
た
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
曲
直
瀬
門
で
学
ん
で
い

る
。

一
方
、
吉
田
家
の
も
う
ひ
と
つ
の
家
業
は
土
倉
業
で
あ
り
、
了

以
・
素
庵
父
子
の
安
南
国
と
の
交
易
の
目
的
が
主
と
し
て
薬
物
の
輸

入
に
あ
っ
た
こ
と
が
当
時
の
文
書
よ
り
知
ら
れ
、
こ
れ
は
多
く
の
医

師
た
ち
の
需
要
を
満
た
し
た
で
あ
ろ
う
。
曲
直
瀬
家
も
こ
の
交
易
に

頼
む
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
宗
桂
は
渡
明

の
際
に
沢
山
の
医
書
を
招
来
し
て
お
り
、
宗
恂
や
素
庵
が
大
変
な
蔵

書
家
で
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
多
く
の
人
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、
吉
田
家
は
そ
の
家
業
に
よ
っ
て
得
た
富
を
バ
ッ
ク
に
、
文
化

の
供
給
源
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
渡
明
の
経
験
の
な
い

道
三
が
『
啓
迪
集
』
の
編
墓
に
際
し
、
六
四
種
の
医
書
を
参
考
に
し
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得
た
の
は
、
吉
田
家
と
の
緊
密
な
関
係
を
抜
き
に
し
て
考
え
ら
れ
な

い
と
思
わ
れ
、
両
者
の
関
係
は
そ
の
後
の
後
世
派
医
学
の
発
展
に
大

き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

（
北
里
研
究
所
附
属
東
洋
医
学
総
合
研
究
所
）

名
古
屋
玄
医
（
一
六
二
八
’
一
六
九
六
）
は
い
わ
ゆ
る
「
古
方
派
」

の
嗜
矢
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
そ
の
医
学
思
想
と
数
多
い
彼
の
著

作
に
つ
い
て
の
詳
細
な
吟
味
は
、
未
だ
甚
だ
不
充
分
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
彼
の
医
学
思
想
と
代
表
的
な
著
書
と
さ
れ
て
い
る
『
医

方
問
余
』
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
し
て
み
た
い
。

彼
の
医
学
思
想
の
根
本
は
一
つ
は
「
貴
陽
」
（
陽
を
貴
ぶ
）
で
あ
り
、

あ
土

も
う
ひ
と
つ
は
「
歴
試
」
（
歴
ね
く
試
ゑ
る
）
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
貴
陽
」
と
は
『
陰
陽
応
象
大
論
註
疏
』
の
中
に
、
「
貴
陽
は
枢
業

（
素
問
・
霊
枢
）
の
本
旨
な
り
、
易
の
義
な
り
」
「
四
百
四
病
ひ
と
り

一
陽
の
欝
と
衰
と
に
て
起
ら
ざ
る
は
な
し
」
と
あ
る
如
く
、
病
気
の

原
因
を
中
国
医
学
に
伝
統
的
な
「
陰
陽
論
」
に
立
ち
か
え
っ
て
説
き
、

陽
気
を
生
命
の
根
元
と
し
、
陽
気
を
助
け
る
こ
と
を
治
法
の
原
則
と

す
る
考
え
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
金
元
以
降
の
中
国
医
学
が
「
臓

名
古
屋
玄
医
の
医
学
思
想
と

『
医
方
問
余
』
に
つ
い
て

花
輪
壽
彦
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