
猿

少
し
大
き
い
題
目
で
あ
り
ま
す
が
、
ま
ず
中
国
古
代
医
学
の
発
達
の
状
況
を
簡
単
に
お
話
申
し
あ
げ
、
医
心
方
は
ど
ん
な
立
場
で
書
か
れ
た

も
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
い
ろ
い
ろ
想
像
し
、
推
定
し
た
こ
と
を
お
話
し
て
染
た
い
と
思
い
ま
す
。

中
国
の
古
代
の
歴
史
を
見
ま
す
と
、
最
初
に
出
て
き
ま
す
の
が
三
皇
五
帝
と
い
う
名
称
で
ご
ざ
い
ま
す
。
紀
元
前
三
千
年
以
上
の
古
代
の
こ

じ
よ
か

と
か
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
三
皇
と
い
う
の
は
、
伏
義
・
女
蝸
・
神
農
と
す
る
説
が
普
通
で
あ
り
ま
す
が
、
神
農
氏
は
農
業
を
人
民
に
教
え
、
生

活
を
楽
に
さ
せ
よ
う
と
努
力
し
た
王
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
従
っ
て
植
物
の
こ
と
に
詳
し
く
、
医
薬
に
つ
い
て
も
関
心
の
深
か
っ
た
の
は
当

然
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
神
農
本
草
経
と
い
う
の
は
後
世
の
も
の
で
す
。

ま
た
、
黄
帝
は
五
帝
の
最
初
の
人
で
、
政
治
的
な
方
面
に
お
い
て
大
活
躍
を
し
ま
し
た
が
、
当
然
戦
争
に
強
く
、
兵
法
に
す
ぐ
れ
て
い
ま
し

た
。
科
学
的
な
鋭
さ
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
神
仙
の
信
仰
者
だ
っ
た
と
い
う
伝
説
も
あ
り
ま
す
。

神
農
氏
は
南
方
、
黄
帝
は
北
方
の
人
で
あ
る
と
い
う
解
説
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
多
く
の
伝
説
が
あ
り
ま
す
の
で
明
確
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
黄
帝
は
黄
河
の
ず
っ
と
上
流
の
山
西
省
、
侠
西
省
の
方
の
人
で
あ
り
、
神
農
氏
も
、
黄
河
の
東
南
方
の
農
耕
に
適
し
た
と
こ
ろ
の
人

で
し
ょ
う
。
南
方
と
言
っ
て
も
揚
子
江
の
方
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
五
帝
の
う
ち
、
堯
帝
・
舜
帝
も
有
名
な
聖
人
で
す
が
、
医
学
的
に
は
特
別

な
記
録
は
な
い
よ
う
で
す
。

中
国
古
代
医
学
と
医
心
方

一
一
一

｜
｜
’

迫
初
男
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紀
元
前
一
五
五
○
年
ご
ろ
、
夏
の
禺
王
が
立
ち
、
そ
れ
か
ら
股
の
湯
王
、
次
に
周
の
武
王
と
な
り
ま
す
。
夏
の
国
の
史
料
は
非
常
に
少
な
い

の
で
す
が
、
股
の
中
期
の
亀
卜
と
い
う
も
の
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
亀
の
甲
に
文
字
を
き
ざ
み
つ
け
、
そ
れ
を
焼
い
て
占
い
を
し
た
の
で
す

が
、
そ
の
段
代
の
文
字
が
残
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
医
学
と
直
接
関
係
の
あ
る
文
は
、
私
の

読
ん
だ
範
囲
で
は
見
当
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

股
の
次
の
周
に
な
り
ま
す
と
、
は
じ
め
二
○
○
年
ほ
ど
は
堅
実
な
政
治
で
し
た
が
、
そ
の
後
国
が
乱
れ
、
都
も
移
り
、
東
周
と
呼
ば
れ
る
時

代
と
な
り
ま
す
。
東
周
の
前
半
約
三
七
○
年
間
は
春
秋
時
代
と
呼
ば
れ
、
四
方
の
小
国
が
戦
を
始
め
、
其
の
後
約
一
五
○
年
間
は
、
戦
国
時
代

と
な
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
戦
国
の
七
雄
と
い
わ
れ
て
い
る
七
国
の
勢
力
争
い
の
時
代
で
あ
り
ま
す
。
互
い
に
国
内
の
政
治
を
安
定
さ
せ
、
武
力

を
高
め
よ
う
と
し
、
多
様
の
文
化
が
開
か
れ
て
き
た
こ
と
も
面
白
い
こ
と
で
し
た
。

人
民
た
ち
の
幸
福
を
守
り
、
結
束
を
高
め
る
た
め
に
は
、
ま
ず
栄
養
を
十
分
に
し
、
病
気
治
療
を
考
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
ま

た
、
占
い
や
、
神
へ
の
祈
願
と
い
う
こ
と
も
盛
ん
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

へ
ん
せ
き

ぜ
つ
し
ん

素
間
に
よ
れ
ば
、
礎
石
は
東
方
か
ら
、
毒
薬
は
西
方
か
ら
、
灸
焔
は
北
方
、
九
鍼
は
南
方
か
ら
始
ま
っ
た
と
説
か
れ
て
い
ま
す
が
、
春
秋
戦

国
の
時
代
に
は
、
各
地
方
の
伝
統
的
な
治
療
法
が
他
の
国
盈
に
普
及
し
、
広
く
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

儒
教
の
始
祖
の
孔
子
は
、
春
秋
末
期
の
人
で
す
が
、
四
書
五
経
の
中
の
易
経
を
見
ま
す
と
、
こ
れ
は
占
い
を
主
と
す
る
経
耆
で
す
が
、
そ
の

占
い
の
仕
方
に
は
古
代
か
ら
伝
え
ら
れ
た
種
だ
の
方
法
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

易
の
基
本
的
な
思
想
の
一
つ
は
「
陰
陽
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
陰
陽
と
い
う
言
葉
は
易
経
に
二
度
ほ
ど
出
て
く
る
だ
け
で
、
剛
柔
と
い
う

言
葉
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
の
は
不
思
議
で
す
。

ひ
か
げ
ひ
な
た

陰
陽
と
い
う
こ
と
を
簡
単
に
申
し
ま
す
と
、
陰
は
日
陰
、
陽
は
日
向
の
こ
と
な
の
で
す
。
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
思
想
的
に
発
達
し
て
、
天
地
と

か
男
女
を
表
わ
す
も
の
と
し
、
さ
ら
に
「
気
」
と
い
う
概
念
と
結
び
つ
き
、
人
間
の
生
活
や
人
格
、
身
体
の
こ
と
ま
で
、
非
常
に
幅
広
く
な
っ

て
参
り
ま
し
た
。
陰
陽
思
想
の
こ
の
よ
う
な
発
達
も
春
秋
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
が
医
学
の
方
面
ま
で
伸
び
て
き
た
と
い
う
感
じ
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五
行
と
い
う
の
は
、
は
じ
め
耆
経
の
な
か
に
見
え
て
い
て
、
人
間
に
と
っ
て
↑
一
日
も
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
大
切
な
も
の
、
水
・
火
・
木
・

金
・
土
の
五
つ
が
こ
れ
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
性
質
、
す
な
わ
ち
徳
を
具
え
て
い
る
わ
け
で
、
書
経
に
は
簡
単
に
記
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
春
秋
時
代
以
後
、
た
い
へ
ん
難
し
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
星
に
も
水
星
・
火
星
な
ど
五
行
の
名
が
そ
の
ま
ま
見
え
て
い
ま
す
し
、
五
色
・

五
声
・
五
味
・
五
情
・
五
臓
な
ど
の
概
念
と
も
な
り
、
当
然
こ
れ
は
占
い
に
も
結
び
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
人
は
木
の
性
格

だ
、
こ
の
人
は
火
の
性
格
と
い
う
よ
う
に
人
間
を
み
て
、
木
の
性
格
の
人
は
、
火
の
性
格
の
人
に
は
負
け
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
単
な
る
性
格

で
は
な
く
、
そ
の
人
の
運
命
と
い
う
こ
と
に
も
発
展
し
て
お
り
ま
す
。

す
う
え
ん

戦
国
時
代
に
は
山
東
省
は
占
者
の
多
い
地
方
で
し
た
が
、
鯛
桁
と
い
う
占
い
師
が
い
て
、
あ
の
国
は
こ
の
国
に
勝
つ
だ
ろ
う
、
こ
の
国
は
そ

』
』
ノ
、

ち
ら
の
国
に
は
勝
つ
だ
ろ
う
と
占
い
を
す
る
と
、
ゑ
な
必
ず
当
っ
た
そ
う
で
す
。
五
行
相
生
、
五
行
相
剋
と
い
う
考
え
が
こ
の
当
時
か
ら
盛
ん

が
致
し
ま
す
。

‐
も
う
一
つ
、

人
間
の
身
体
に
お
い
て
も
、
肝
胆
は
木
、
心
小
腸
は
火
、
腎
膀
胱
は
水
の
性
と
い
う
よ
う
に
、
相
生
・
相
剋
の
作
用
の
も
と
に
結
合
し
調
和

を
保
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
一
種
の
生
理
学
・
病
理
学
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
薬
物
の
五
行
の
性
質
も
こ
れ
に

含
め
て
治
療
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
な
か
な
か
困
難
な
こ
と
で
し
ょ
う
。

さ
き
ほ
ど
段
代
の
亀
卜
の
お
話
を
し
ま
し
た
が
、
周
代
の
占
笠
も
有
名
で
あ
り
、
貴
族
も
庶
民
階
級
も
染
な
巫
（
み
こ
）
を
頼
り
に
し
て
い

た
よ
う
で
す
。
五
行
思
想
も
こ
の
占
い
と
結
び
つ
い
て
盛
ん
に
な
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
星
う
ら
な
い
、
雲
う
ら
な
い
、
数
う
ら
な

い
や
、
手
相
・
人
相
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
巫
髻
と
い
う
語
が
あ
り
ま
す
が
、
「
鑿
」
と
い
う
文
字
は
醤
と
同
じ
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い

ま
す
。

まい

すや
0，

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
五
行
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
や
は
り
こ
の
頃
か
ら
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
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ま
た
荘
子
の
な
か
に
、
五
穀
を
食
わ
ず
誕
風
を
吸
い
、
露
を
飲
ん
で
長
生
き
を
し
て
い
る
仙
人
の
話
が
出
て
い
ま
す
が
、
俗
世
間
の
生
活
を

離
れ
て
、
草
根
木
皮
を
食
べ
る
こ
と
な
ど
、
多
く
の
人
為
の
心
の
さ
さ
え
と
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

春
秋
戦
国
時
代
が
終
り
ま
す
と
、
次
は
秦
の
国
と
な
り
ま
す
。
こ
の
国
は
三
十
数
年
で
滅
び
ま
す
が
、
非
常
に
変
っ
た
国
で
あ
り
ま
す
。
有

名
な
秦
の
始
皇
帝
は
、
封
建
制
度
を
改
め
て
郡
県
制
度
と
し
、
中
国
全
土
の
富
豪
も
学
者
た
ち
も
都
に
集
め
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
議
論
を
さ
せ

た
り
書
物
を
書
か
せ
た
り
し
た
ら
し
い
の
で
す
が
、
統
一
性
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
始
皇
帝
の
法
治
主
義
に
反
す
る
者
は

穴
埋
め
に
し
、
儒
教
の
書
物
な
ど
は
ふ
な
焼
き
す
て
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
焚
書
坑
儒
で
す
。

そ
の
時
、
焼
い
て
は
な
ら
な
い
書
物
と
し
て
、
第
一
は
卜
笠
、
占
い
の
書
物
、
第
二
に
は
医
学
の
書
で
あ
り
、
第
三
に
は
農
業
に
関
す
る
書

物
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
命
令
に
よ
っ
て
、
ど
ん
な
書
物
が
残
さ
れ
た
か
、
具
体
的
に
は
不
明
で
あ
り
ま
す
が
、
秦
の
滅
亡
の
時
に
な

く
な
っ
た
書
物
も
多
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

秦
の
次
に
漢
の
時
代
と
な
り
、
ま
た
昔
の
封
建
制
度
と
し
、
孔
孟
の
儒
教
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
最
も
す
ぐ
れ
た

漢
の
武
帝
は
、
政
治
道
徳
と
し
て
儒
教
を
貴
び
な
が
ら
、
神
仙
の
道
を
尊
ぶ
人
だ
っ
た
の
で
す
。
史
記
の
封
禅
害
に
、
武
帝
が
病
気
に
な
っ
た

時
、
医
者
も
治
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
修
験
者
に
頼
み
、
神
に
祈
っ
て
治
し
た
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
武
帝
の
孫
、
劉
安
が
著

え
な
ん
じ

せ
ん
が
い
き
よ
う

し
た
准
南
子
に
も
神
仙
の
説
が
見
え
る
し
、
著
者
不
明
の
山
海
経
も
、
恐
ら
く
こ
の
頃
に
作
ら
れ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

後
漢
に
な
っ
て
、
名
医
の
名
が
見
え
て
参
り
ま
す
が
、
道
教
の
始
ま
っ
た
こ
と
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

ま
じ
な
い

章
帝
の
頃
、
張
道
陵
は
、
黄
帝
老
子
を
祖
と
し
、
不
老
長
生
を
求
め
、
呪
や
神
に
祈
る
こ
と
を
教
え
た
の
で
す
。
庶
民
階
級
に
広
く
信
じ

ら
れ
、
医
薬
の
効
果
に
も
結
び
つ
け
ら
れ
、
後
世
ま
で
続
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
道
教
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。

漢
が
滅
ん
で
、
北
方
に
魏
、
南
方
に
呉
、
西
方
に
蜀
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
三
国
志
で
有
名
な
三
つ
の
国
で
、
そ
れ
ぞ
れ
特
色

の
あ
る
文
化
を
高
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
僅
か
四
十
年
間
の
攻
め
る
守
る
の
激
動
で
す
か
ら
、
医
学
は
進
歩
し
て
い
る
と
思
い
ま

す
が
、
ま
と
ま
っ
た
医
書
に
つ
い
て
は
不
明
で
す
。
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北
朝
系
の
階
が
天
下
を
統
一
し
た
の
は
五
八
一
年
で
す
が
、
六
一
八
年
に
は
滅
ん
で
し
ま
う
の
で
す
。
し
か
し
蝪
帝
は
、
秦
の
始
皇
帝
と
同

じ
よ
う
に
、
四
方
の
文
化
を
集
め
る
こ
と
に
執
念
を
燃
や
し
て
い
ま
す
。
北
方
の
洛
陽
・
長
安
と
、
南
方
の
揚
子
江
下
流
域
を
結
ぶ
大
運
河
の

完
成
は
、
実
に
大
事
業
で
あ
り
ま
す
が
、
南
北
の
経
済
的
、
文
化
的
交
流
に
対
し
て
非
常
な
功
績
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
階
も
、
北
方
諸
民
族
の
攻
撃
に
堪
え
か
ね
、
滅
亡
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
次
に
二
九
○
年
も
続
く
唐
王
朝
と
な
り
ま
す
。
唐
の
初
期
、

有
名
な
太
宗
が
立
ち
、
貞
観
の
治
と
言
わ
れ
て
い
る
充
実
し
た
政
治
を
行
い
、
対
外
的
に
も
発
展
し
て
お
り
ま
す
。
階
の
律
令
制
度
や
、
科
挙

と
い
う
官
吏
任
用
制
度
も
整
理
し
、
太
医
令
と
い
う
医
官
を
置
き
、
医
学
校
を
諸
州
に
設
置
し
、
医
術
を
も
大
い
に
奨
励
し
て
お
り
ま
す
。
古

典
的
な
医
書
が
整
理
さ
れ
た
こ
と
も
有
名
で
す
。

け
ん

宗
教
の
方
面
で
も
、
道
教
の
ほ
か
に
、
仏
教
が
盛
ん
に
な
り
、
祇
教
・
景
教
・
イ
ス
ラ
ム
教
も
流
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
仏
教
的

な
医
学
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
僧
侶
た
ち
が
病
気
の
治
療
に
努
力
し
た
こ
と
も
有
名
な
話
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
唐
も
、
玄
宗
の
時
の
安
禄
山
の
乱
以
後
だ
ん
だ
ん
勢
力
が
衰
え
、
つ
い
に
五
代
十
国
と
呼
ば
れ
る
乱
世
が
約
六
十
年
間
続
き
、
や
っ
と

宋
が
天
下
を
統
一
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

唐
末
に
お
い
て
、
ど
ん
な
悲
惨
な
状
態
で
あ
っ
た
か
、
唐
書
な
ど
の
歴
史
や
、
詩
な
ど
に
も
見
え
て
お
り
ま
す
。

太
古
の
伝
説
時
代
か
ら
唐
宋
に
至
る
ま
で
の
医
学
の
状
況
は
い
ろ
い
ろ
想
像
で
き
ま
す
が
、
こ
の
た
び
は
医
師
の
名
や
、
目
録
に
載
っ
て
い

る
医
書
の
名
も
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

医
心
方
に
引
用
さ
れ
て
い
る
医
書
は
、
約
一
九
○
種
も
あ
り
ま
す
が
、
引
用
回
数
の
多
い
も
の
に
つ
い
て
、
少
し
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

第
一
は
「
病
源
論
」
で
、
医
心
方
に
五
五
六
回
も
引
用
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
新
唐
言
芸
文
志
に
見
え
る
、
巣
元
方
の
諸
病
源
候
論

五
十
巻
で
、
階
の
場
帝
の
大
業
年
間
に
、
勅
命
に
よ
っ
て
編
纂
し
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
晴
書
経
籍
志
に
、
呉
景
賢
の
諸
病
源
候
論
五

次
に
西
晋
・
東
晋
と
俸

耆
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

・
東
晋
と
続
き
、
次
に
南
北
に
分
裂
し
て
南
北
朝
時
代
と
な
り
ま
す
。
こ
の
頃
、
王
叔
和
・
葛
洪
・
陶
弘
景
・
楊
上
善
な
ど
の
医
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第
二
、
孫
思
遊
の
「
千
金
方
」
は
四
七
三
回
引
用
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
「
又
云
」
と
あ
る
も
の
を
加
え
れ
ば
そ
の
三
倍
か
四
倍
に
な
る
で
し

ょ
う
。
医
心
方
巻
一
の
「
治
病
大
体
第
こ
の
始
め
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

孫
思
遡
の
伝
記
は
、
旧
唐
書
・
新
唐
書
の
ほ
か
、
い
ろ
い
ろ
の
書
物
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
彼
は
子
供
の
頃
か
ら
学
問
が
好
き
で
、
儒
学

に
く
わ
し
く
、
老
荘
思
想
や
道
教
を
学
び
、
官
職
に
つ
く
こ
と
を
拒
絶
し
、
医
の
道
に
進
ん
だ
人
で
あ
り
ま
す
。
新
唐
吾
の
隠
逸
伝
に
よ
れ

ば
、
彼
は
永
淳
の
初
（
六
八
二
年
）
卒
す
。
年
百
余
才
。
と
あ
り
ま
す
。

千
金
方
の
内
容
を
み
る
と
、
症
状
、
処
方
、
針
灸
な
ど
、
非
常
に
多
方
面
に
わ
た
り
、
詳
細
に
記
し
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
医
心
方
に
多
く
引

用
さ
れ
て
い
る
の
は
当
然
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
も
っ
と
た
く
さ
ん
引
用
し
て
も
よ
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

第
三
、
「
葛
氏
方
」
か
ら
、
三
九
六
回
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
輔
仁
本
草
の
吾
名
欄
に
も
蔦
氏
方
と
記
し
て
あ
り
ま
す
が
、
日
本
国
見
在
書

目
録
に
は
、
葛
氏
肘
後
方
十
巻
と
記
し
て
あ
り
ま
す
。
階
書
経
籍
志
に
肘
後
方
六
巻
、
葛
洪
撰
と
あ
り
、
旧
唐
書
経
籍
志
に
肘
後
救
卒
方
四

巻
、
葛
洪
撰
、
新
唐
書
芸
文
志
に
、
葛
洪
肘
後
救
卒
方
六
巻
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

著
者
の
葛
洪
は
東
晋
の
人
、
字
を
稚
川
と
言
い
、
神
仙
の
道
を
好
み
、
仙
人
に
な
る
た
め
に
金
丹
を
煉
る
術
を
学
ん
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
薯

医
心
方
に
素
間
経
（
四
回
）
、
↑

引
用
は
省
略
し
た
の
で
し
ょ
う
。

病
源
候
論
は
、
素
問
や
霊
枢
の
思
想
に
も
と
づ
き
、
各
地
の
気
象
状
況
や
病
人
の
症
状
を
集
め
、
体
系
的
に
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

湯
薬
や
針
灸
な
ど
に
つ
い
て
は
、
他
の
書
物
に
あ
る
か
ら
こ
の
本
に
は
書
か
な
い
と
、
時
々
記
し
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
、
別
の
医

官
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
本
に
書
い
て
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
「
四
海
類
聚
方
二
六
○
○
巻
」
が
晴
志
・
唐
志
に
ゑ
え
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
残
念
な
が
ら
、
今
は
供
書
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

医
心
方
に
素
間
経
（
四
回
）
、
太
素
経
（
十
三
回
）
な
ど
の
名
は
見
え
ま
す
が
、
ご
く
回
数
が
少
な
い
の
は
、
病
源
論
を
主
と
し
素
間
系
統
の

も
の
で
し
ょ
う
。

巻
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
巣
元
方
の
名
が
出
て
い
な
い
の
が
不
思
議
で
す
。
恐
ら
く
こ
れ
は
元
来
同
じ
書
物
で
、
何
人
か
集
ま
っ
て
作
っ
た
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書
「
抱
朴
子
」
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
儒
学
に
も
く
わ
し
く
、
神
仙
の
薬
の
こ
と
も
詳
し
く
苔
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
肘
後
方
に
は
、
非
常
に

簡
単
な
処
方
が
多
い
よ
う
で
、
肘
後
と
い
う
の
は
、
腕
に
か
け
て
持
ち
歩
く
こ
と
で
あ
り
、
救
卒
と
い
う
の
は
、
突
然
の
病
を
救
う
意
味
と
考

医
心
方
の
多
数
の
引
用
書
の
う
ち
、
以
上
三
種
の
次
に
引
用
回
数
の
多
い
の
は
、
小
品
方
・
産
経
・
録
験
方
・
極
要
方
・
萢
汪
方
で
、
本
草

経
も
よ
く
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
霊
奇
方
と
か
令
李
方
な
ど
、
ど
ん
な
書
物
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
も
多
く
、
張
仲
景
方
の
名
は
見
え
て
い

ま
す
が
傷
寒
論
と
は
全
く
異
な
る
処
方
で
あ
っ
た
り
、
多
く
の
疑
問
が
あ
っ
て
困
っ
て
お
り
ま
す
。

医
書
を
一
つ
ず
つ
取
り
あ
げ
る
こ
と
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
次
に
医
心
方
に
引
用
さ
れ
る
処
方
の
特
色
に
つ
い
て
、
一
言
申
し
あ
げ
た

い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
第
一
、
日
本
の
風
土
、
気
象
条
件
な
ど
を
よ
く
考
え
、
日
本
人
の
身
体
に
適
し
た
処
方
を
選
ぼ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。
医
師
と
し
て
の
経
験
を
竜
ん
じ
て
い
る
よ
う
で
す
。

次
に
手
に
入
り
や
す
い
薬
剤
を
選
び
、
丸
薬
は
な
る
べ
く
避
け
、
湯
薬
を
主
と
し
、
塗
り
薬
も
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
湯
薬
も
二
十

味
以
上
の
も
の
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
延
喜
式
に
見
え
る
典
薬
寮
の
記
録
な
ど
を
み
る
と
、
薬
物
を
集
め
る
の
に
苦
労
し
て
い
る
よ
う
で

す
が
、
医
心
方
の
処
方
も
、
当
時
と
し
て
は
難
し
い
も
の
も
あ
る
よ
う
で
す
。

ま
た
、
千
金
方
の
と
こ
ろ
で
申
し
あ
げ
た
よ
う
に
、
医
心
方
も
、
針
灸
・
本
草
・
養
生
の
こ
と
、
姉
人
科
・
小
児
科
や
、
房
内
の
こ
と
な

ど
、
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
も
、
大
き
い
特
色
と
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

唐
末
五
代
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
多
く
舶
載
さ
れ
て
い
た
書
籍
が
来
な
く
な
る
。
平
安
朝
文
化
の
最
盛
期
だ
っ
た
日
本
は
、
唐
が
滅
ん
で
も

そ
の
学
問
は
日
本
に
残
し
て
お
き
た
い
と
思
っ
た
で
し
ょ
う
。
医
学
の
方
面
に
お
い
て
も
、
医
書
を
よ
く
整
理
し
て
お
く
こ
と
が
最
も
必
要
な

こ
と
だ
と
医
師
た
ち
は
考
え
、
貴
重
な
医
心
方
は
、
そ
の
よ
う
な
要
望
に
こ
た
え
て
誕
生
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

え
《
わ
，
れ
幸
卑
，
。
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AncientChineseMedicineandthe$$Ishinho'' 》
函
め

bv
グ

HatsuoSANNOHAZAMA

ShenNungandtheyellowEmPero'、becomeveryflmousfiguresinAncientChinaaround2000B.C.

However,attheendofthelastofthethreeensuingdynasties;Hsia,Shang,Chou,Chinadivided

intosevenseparatewarringstates，AtthistimeChineseculturebegantodevelopalongwithChinese

medicine.

TheconcentsofYingandYangandthefiveelementstheoryalsoweredevelopedduringtheShang

dynasty. Thisinfluencenotonlynaturalphylosophy,butalsofbrtunetelling. Thephysiology

andthepathologyofChinesemedicinecametobeexplainedintermsoftheseconcepts.

TheShungdynastywasovercomebythefbundersoftheQindynasty,whowentontounitythe

warringChinaStates.TheQindynastyintumsuccumbedtotheHandynasty. Undel、theHan

dynastygovernmentwasconductedonConfilcianprinciplesjTaoismHourishedandDrugswereusedto

prolOnglofb.

TheHandynaslyconLinuedIo,､uleli血、nlo1℃11'an400yeal､sl)eib,℃ilwassucceededbylllethree

sLales,Tsin,theSouthandNorthdynastiesandChinawasre-unitedunderSuidynaslyin589A.D.

Inthespaceof､Only30yearslhegovernmentundel、thcSuidynastyconstructedtheGreatCanallinkly

Nol､than(ISouthChina,cnablingcconomicandc''lturalcxchanJ,aswcllasl℃lbrminglllcgovCrn-

（
ぬ
副
）



mentalstruCturc,bclbl℃it･collapsed.ItwassucccedcdbylheTaodynasty,whichlastedaround290

years, Duringthatperiod,manyoldmedicalbookswerecollectedandscti'lorder.Medical

Schoolswerealsoestablishedandanationalmedicalsystemsetup,thisChineseMedicinebecame

highlydevelopedduringthisdynasty.

Mostofcontentsofthelshinhowereconsitedofcitationsfi､omchinesemedicalbooksbefbreand

duringTaodynasty,whicharemorethanl90titles. C<ThePinYuanHonLun,themostcited

bookamongthem,wasrefbredto556times,thenextoneis<<theChienChinYaoFang''refbred(o

473times,thethirdoneis<CTheChouHouFang'',396times.

Theaimofthispaperistomakeclearthecharacterofthelshinhobythefactthattheoriginal○

sources,andauthorshavebeendiscussed.
（
争
函
）
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