
明
治
以
前
の
日
本
医
学
史
に
お
い
て
、
江
戸
時
代
の
中
期
に
当
た

る
十
八
世
紀
ほ
ど
新
風
吹
ぎ
荒
れ
、
躍
動
に
富
ん
だ
時
期
は
な
い
。

ま
こ
と
に
〃
独
創
の
時
代
″
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
く
、
か
つ
て
な
い

オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
備
え
た
医
説
を
掲
げ
る
す
ぐ
れ
た
医
家
が
輩

出
し
た
。

従
来
の
通
史
で
は
、
こ
の
時
期
を
古
方
派
の
台
頭
期
と
位
置
づ
け

る
こ
と
の
象
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
た
が
、
後
世
派
と
古
方

派
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
枠
組
染
だ
け
で
捉
え
き
る
こ
と
は
到
底
で

き
な
い
。
た
と
え
ば
す
で
に
演
者
が
と
り
あ
げ
て
き
た
内
藤
希
哲
や

三
浦
梅
園
の
よ
う
な
き
わ
め
て
独
創
性
に
富
む
医
家
に
は
、
後
世
派

と
も
古
方
派
と
も
つ
か
ぬ
面
が
多
分
に
存
し
て
い
た
。
今
回
と
り
あ

げ
る
安
藤
昌
益
も
、
そ
う
し
た
医
家
群
の
一
人
と
言
い
得
る
。

元
禄
一
六
年
（
一
七
○
三
）
に
秋
田
で
生
ま
れ
、
宝
暦
十
二
（
一
七

昌
益
医
学
論
の
位
置
と
「
四
行
論
」

に
つ
い
て

丸

山

敏
秋

六
二
）
年
に
没
し
た
昌
益
は
、
そ
の
経
歴
や
事
蹟
に
不
明
な
と
こ
ろ

の
多
い
、
謎
に
包
ま
れ
た
医
家
で
あ
り
、
稀
有
な
思
想
家
で
あ
る
。

著
書
は
刊
本
『
自
然
真
営
道
」
三
巻
、
稿
本
『
統
道
真
伝
』
五
巻
、

稿
本
『
自
然
真
営
道
』
百
巻
が
知
ら
れ
る
。
大
部
の
主
著
稿
本
『
自

然
真
営
道
』
の
大
部
分
が
焼
失
し
た
た
め
に
謎
を
一
層
深
め
る
結
果

と
な
っ
た
が
、
近
年
に
な
っ
て
『
神
医
天
真
論
』
な
ど
弟
子
の
医
書

を
含
む
関
係
資
料
が
い
ろ
い
ろ
と
発
見
さ
れ
、
そ
れ
ら
も
包
摂
し
た

全
集
が
発
刊
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。

安
藤
昌
益
は
日
本
の
生
ん
だ
独
創
的
思
想
家
と
し
て
、
し
ば
し
ば

三
浦
梅
園
と
並
び
称
さ
れ
る
。
二
人
と
も
医
を
業
と
し
て
い
た
が
、

医
論
に
お
け
る
独
創
性
で
は
梅
園
の
方
が
一
歩
譲
ら
ね
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
そ
の
医
論
は
『
統
道
真
伝
』
人
倫
巻
に
見
る
こ
と
が
で

き
、
焼
失
し
た
主
著
『
自
然
真
営
道
』
の
内
容
も
大
部
分
が
医
書
に

近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
失
わ
れ
た
医
論
に
つ
い
て
は
、
弟
子
が
祖
述

し
た
医
書
に
よ
っ
て
お
お
む
ね
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
昌
益

医
学
論
の
全
貌
は
は
な
は
だ
捉
え
難
く
、
研
究
は
今
日
よ
う
や
く
緒

に
つ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

昌
益
は
東
北
の
八
戸
で
町
医
者
を
営
ゑ
つ
つ
、
壮
大
な
社
会
哲
学

を
構
築
し
た
。
僻
地
の
町
医
者
と
は
い
え
、
医
学
に
対
す
る
研
究
は
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き
わ
め
て
深
く
、
彼
の
思
想
体
系
の
根
底
に
は
医
学
研
究
の
成
果
が

横
た
わ
っ
て
い
る
。
昌
益
が
生
き
た
時
代
は
ち
ょ
う
ど
古
方
派
の
台

頭
期
に
当
た
る
が
、
彼
が
学
ん
だ
医
書
は
『
内
経
』
を
原
典
と
す
る

オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
中
国
伝
統
医
学
書
（
い
わ
ゆ
る
後
世
派
の
テ
キ
ス

ト
）
で
あ
っ
た
。
儒
教
や
仏
教
を
中
心
と
す
る
当
時
の
学
問
を
、
昌

益
は
痛
烈
に
否
定
す
る
。
そ
の
視
界
か
ら
、
聖
人
の
遣
教
と
し
て
権

威
あ
る
『
内
経
』
を
批
判
す
る
と
こ
ろ
に
彼
の
医
論
の
立
場
が
あ
っ

た
。
従
っ
て
彼
を
後
世
派
の
医
家
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま

た
、
昌
益
の
も
と
に
も
古
方
派
の
胎
動
は
伝
わ
っ
て
い
た
が
、
そ
れ

を
彼
は
「
妄
失
」
と
退
け
て
い
る
（
具
体
的
に
誰
の
説
を
指
す
の
か
は

明
ら
か
で
な
し
。
す
な
わ
ち
昌
益
は
古
方
派
に
傾
倒
し
た
わ
け
で
も

な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
は
か
つ
て
な
い
独
自
な
医
論
を
密

か
に
練
り
あ
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。

昌
益
医
の
論
は
、
産
科
学
を
第
一
と
し
た
こ
と
、
一
気
論
の
病
因

観
、
薬
物
批
判
や
経
絡
の
軽
視
、
独
自
の
精
神
病
理
観
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
特
質
を
備
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
の
特
異
な
「
四

行
論
」
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。

『
内
経
』
系
医
学
は
陰
陽
五
行
論
（
運
気
論
も
含
む
）
を
立
論
の
根

拠
と
す
る
。
昌
益
は
陰
陽
論
に
対
し
て
、
「
陰
陽
」
の
概
念
に
上
下

・
貴
賤
と
い
っ
た
制
度
上
の
正
当
性
を
肯
定
す
る
臭
み
が
あ
る
と
否

定
。
陰
陽
に
代
わ
る
「
進
退
」
な
る
独
特
な
概
念
を
提
示
し
て
、

、
、

「
進
」
と
「
退
」
の
互
性
を
立
て
た
。

五
行
に
つ
い
て
も
従
来
の
五
行
論
と
は
や
や
趣
を
異
に
し
た
見
方

を
と
る
。
五
行
配
当
は
伝
統
的
な
そ
れ
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る
も
の

の
、
朱
子
学
で
説
く
よ
う
に
五
行
は
陰
陽
か
ら
分
出
し
た
も
の
で
は

な
く
、
陰
陽
と
同
様
に
一
気
（
真
）
が
変
化
運
動
し
た
相
の
一
つ
と

捉
え
た
（
「
五
行
は
自
り
然
る
真
感
の
進
退
に
し
て
無
始
無
終
に
一
真
の
営

承
な
り
」
）
。
五
行
の
相
克
説
は
否
定
し
、
相
生
説
に
対
し
て
は
母
子

関
係
で
は
な
い
「
順
生
」
「
逆
生
」
の
五
行
生
成
説
を
立
て
て
い
る
。

さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
彼
は
晩
年
に
な
る
と
そ
れ
ま
で
の
五

行
論
を
捨
て
、
「
四
行
論
」
を
唱
え
る
。
そ
れ
は
、
五
行
の
う
ち
の

土
を
他
の
四
行
と
は
別
格
に
扱
い
、
土
は
木
火
金
水
を
「
就
革
（
統

括
）
」
す
る
と
見
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
四
行
各
々
が
進
退

す
る
八
気
に
よ
り
生
理
・
病
理
を
論
じ
よ
う
と
し
た
。
昌
益
は
陰
陽

を
三
分
す
る
「
三
陰
三
陽
論
」
を
は
じ
め
か
ら
否
定
し
て
い
た
が
、

こ
こ
に
お
い
て
五
の
数
も
姿
を
消
し
、
二
・
四
・
八
な
ど
偶
数
を
説

明
原
理
と
す
る
医
論
が
構
築
さ
れ
て
ゆ
く
。
臓
脂
で
は
土
に
当
た
る

脾
胃
を
特
別
視
し
た
「
四
臓
・
四
脈
」
論
を
説
き
、
脈
を
「
八
感
気
」
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と
呼
び
、
十
二
経
絡
を
廃
し
て
十
系
統
と
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

特
色
あ
る
主
張
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

昌
益
が
「
四
行
論
」
を
唱
え
た
背
景
に
は
、
直
耕
と
い
う
「
土
」

を
基
と
す
る
一
種
の
農
本
主
義
か
ら
階
級
制
度
を
批
判
す
る
彼
の
社

会
哲
学
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
だ
が
陰
陽
五
行
論
そ
の
も
の
に

「
四
行
論
」
の
生
ま
れ
る
素
地
が
存
し
て
い
た
。
三
と
五
の
偶
数
と

奇
数
概
念
を
統
合
す
る
た
め
に
、
五
行
の
土
は
過
去
に
お
い
て
も
特

別
視
さ
れ
て
き
た
。
李
東
垣
の
『
脾
胃
論
』
な
ど
は
そ
の
典
型
的
産

物
で
あ
る
。
彼
が
東
垣
の
影
響
を
受
け
た
か
否
か
は
明
ら
か
で
な
い

が
、
自
身
の
「
進
退
互
性
」
論
を
徹
底
さ
せ
た
と
き
、
「
四
行
諭
」

が
生
ま
れ
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
徹
底
さ
せ
た
と

こ
ろ
に
、
昌
益
医
学
論
に
お
け
る
理
論
的
枠
組
承
の
特
色
を
、
は
っ

き
り
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
北
里
研
究
所
附
属
東
洋
医
学
総
合
研
究
所
、
医
史
文
献
研
究
室
）

『
祖
採
集
」
に
荻
生
祖
裸
が
京
の
医
師
・
芳
村
恂
益
（
天
仙
ま
た
幼

仙
と
号
し
た
）
へ
あ
て
た
書
簡
「
芳
幼
仙
に
復
す
」
を
載
せ
て
い
る
。

天
仙
は
江
戸
初
期
の
学
医
・
名
古
屋
玄
医
の
門
人
で
『
二
火
弁
妄
』
、

『
内
経
綱
紀
』
、
『
医
学
正
名
』
等
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。

元
禄
末
年
頃
『
二
火
弁
妄
』
（
以
下
『
弁
妄
』
）
を
編
著
し
た
天
仙

は
、
こ
れ
を
男
・
玄
恂
に
口
授
し
た
の
ち
、
知
友
で
あ
っ
た
入
江
兼

通
（
祖
裸
の
門
人
、
漢
詩
人
で
若
水
と
号
し
た
）
を
价
し
て
、
祖
侠
に
そ

の
評
訂
を
乞
う
た
。
こ
の
申
し
出
に
対
し
て
祖
採
は
正
徳
三
年
梅
雨

時
、
別
幅
を
附
し
て
天
仙
へ
報
害
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
書
面
に
云

矛
【
ノ
Ｏ

不
俵
（
わ
た
く
し
）
も
亦
医
人
の
子
な
り
と
雛
も
、
幼
に
其
の
害

（
素
問
・
霊
枢
・
難
経
な
ど
の
医
書
）
を
読
み
、
壮
に
其
の
学
を
廃

荻
生
狙
侠
が
芳
村
天
仙
へ
送
っ
た
書
簡

に
つ
い
て

I

荒
木
ひ
ろ
し

（50） 50


