
驚
異
的
に
栄
え
た
古
代
イ
ン
ド
の
医
療
の
実
態
と
衰
微
の
原
因
を
知
る
こ

と
は
、
多
く
の
問
題
を
か
か
え
て
い
る
現
代
日
本
の
医
療
の
進
む
べ
き
方
向

を
示
唆
す
る
も
の
が
多
い
と
考
え
て
検
討
を
行
っ
た
。

ま
ず
宇
宙
と
人
間
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
人
間
は
大
宇
宙
の
縮
図
と
し

て
の
小
宇
宙
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
。
し
た
が
っ
て
大
宇
宙
と
人
間
は
地
・

水
・
火
・
風
の
四
元
素
（
後
に
は
空
を
加
え
て
五
元
素
と
な
る
）
の
同
じ
物

質
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
。
こ
の
考
え
は
タ
ン
ト
ラ
の
思
想
が
発

展
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
い
で
人
間
と
は
具
体
的
に
い
か
な
る
も
の
で
あ
る

か
と
い
う
と
、
肉
体
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
先
の
五
元
素

の
変
化
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
、
医
師
は
考
え
た
。
こ
の
見
解
は
当
時
に

お
い
て
は
画
期
的
な
進
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。

病
因
に
つ
い
て
は
、
四
元
素
の
バ
ラ
ン
ス
が
く
ず
れ
た
時
に
発
病
す
る
と

し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
風
病
・
火
病
・
水
病
・
雑
病
（
地
病
）
と
名
づ
け
、
各
疾

病
に
は
百
一
種
あ
る
の
で
計
四
百
四
種
の
疾
病
が
存
在
す
る
と
し
た
。
治
療

の
根
本
は
消
化
を
整
え
栄
養
を
良
く
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
沐
浴
、
硬
膏
、
嬬

煙
、
温
蒸
法
、
吸
入
、
含
嗽
、
灌
腸
、
点
滴
、
生
薬
、
塗
擦
、
潟
血
等
の
治

療
が
行
わ
れ
、
肥
枠
療
法
、
減
食
療
法
も
重
視
さ
れ
た
。
植
物
性
薬
剤
の
種

類
や
量
が
豊
富
な
こ
と
は
、
古
代
イ
ン
ド
の
医
療
の
特
色
で
あ
る
が
、
そ
の

一

鶴
一

古
代
イ
ン
ド
の
医
療
と
現
代
日
本
の
医
療

杉
田
暉
道

根
底
に
は
人
間
と
宇
宙
と
は
一
体
で
あ
る
と
い
う
世
界
観
に
た
ち
、
す
べ
て

の
植
物
は
す
べ
て
医
薬
に
な
り
う
る
と
い
う
思
想
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
注
目

す
べ
き
は
外
科
的
治
療
の
進
歩
し
た
技
術
で
あ
っ
た
。
各
種
の
小
手
術
は
勿

論
の
こ
と
、
開
腹
術
、
膀
胱
結
石
摘
出
術
、
造
鼻
術
も
行
わ
れ
、
か
な
り
の

成
功
を
収
め
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
進
歩
し
て
い
た
古
代
イ
ン
ド
の
医
療
が
衰
微
す
る
に
い
た
っ

た
原
因
は
大
別
し
て
二
つ
あ
げ
ら
れ
る
。
一
つ
は
バ
ラ
モ
ン
の
執
勘
な
医
師

に
対
す
る
非
難
で
あ
る
。
バ
ラ
モ
ン
は
自
分
達
の
階
層
を
頂
点
と
し
た
カ
ー

ス
ト
制
社
会
を
作
り
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
る
に
医
師
の
発
言
と
行
動
は
、
上

記
の
バ
ラ
モ
ン
の
計
画
と
実
行
に
危
機
感
を
与
え
た
為
に
、
医
師
を
合
法
的

に
一
千
年
間
に
わ
た
っ
て
非
難
を
し
た
。
こ
の
為
に
医
療
を
行
う
者
は
も
っ

と
も
下
層
の
不
可
触
民
の
階
層
に
な
り
衰
微
し
て
し
ま
っ
た
。
も
う
一
つ
の

原
因
は
、
病
因
を
五
元
素
の
不
調
に
よ
る
と
い
う
説
か
ら
三
ド
ー
シ
ャ
説
に

変
え
た
。
病
因
の
科
学
的
な
考
察
は
不
能
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
バ
ラ
モ

ン
の
非
難
を
か
わ
す
こ
と
は
で
き
た
。

以
上
の
考
察
か
ら
驚
異
的
な
発
展
を
な
し
た
古
代
イ
ン
ド
の
医
療
の
根
底

に
あ
る
も
の
は
、
人
間
は
大
宇
宙
の
縮
図
で
あ
っ
て
、
自
然
と
人
間
は
同
一

で
あ
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
現
在
の
日
本
の
医

療
は
、
対
象
を
客
観
的
に
把
握
し
、
分
析
を
行
い
、
客
観
的
な
評
価
を
行
う

方
法
で
治
療
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
方
法
で
は
こ
れ
か
ら
の
疾
病

の
治
療
に
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
次
第
に
わ
か
っ
て
き
た
。
こ
こ
に
お
い

て
古
代
イ
ン
ド
の
医
療
に
お
い
て
行
わ
れ
た
、
人
間
を
全
人
格
的
に
把
握

し
、
多
元
的
な
価
値
観
を
持
っ
た
治
療
法
に
大
い
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
を
強
調
し
た
。
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