
ひ
と
昔
も
前
の
こ
と
だ
が
、
日
本
医
学
史
人
名
事
典
の
編
纂
が
企
画

さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
準
備
会
に
集
っ
た
研
究
者
の
中
か
ら
、
自

信
を
も
っ
て
分
担
執
筆
で
き
る
人
物
は
何
名
位
に
な
る
か
と
話
題
に
な

っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
と
き
の
話
で
は
、
個
人
の
執
筆
で
は
、
数
少

い
人
物
し
か
自
信
を
も
っ
て
書
け
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど

人
物
伝
は
、
立
場
や
把
え
方
に
よ
っ
て
異
な
る
視
点
が
あ
っ
て
、
よ
ほ

ど
長
年
に
わ
た
っ
て
調
査
・
研
究
を
続
け
て
い
な
い
と
、
自
信
の
も
て

る
執
筆
は
む
つ
か
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
を
立
場
や
分
野
こ
そ
違
い
、
一
個
人
で
独
力
で
手
掛
け
た
人
が

い
る
。
そ
れ
が
本
書
の
執
筆
者
、
武
内
博
氏
で
あ
る
。

武
内
博
氏
は
、
永
年
図
書
館
畑
を
歩
い
て
こ
ら
れ
た
方
だ
が
、
一
九

八
三
年
に
一
個
人
で
『
来
日
西
洋
人
名
事
典
」
を
手
掛
け
、
本
年
そ
の

増
補
改
訂
普
及
版
を
刊
行
、
さ
ら
に
今
回
は
「
日
本
洋
学
人
名
事
典
」

を
刊
行
さ
れ
た
。

本
書
は
、
医
史
学
研
究
者
に
と
っ
て
、
漢
方
関
係
こ
そ
含
ま
れ
て
は

い
な
い
が
、
多
く
の
医
学
者
を
収
め
て
い
る
の
で
、
有
用
な
情
報
源
が

さ
ら
に
一
つ
加
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

本
書
は
、
三
部
構
成
を
と
り
、

Ｉ
洋
学
人
名
事
典

Ⅱ
全
国
墓
碑
所
在
一
覧
・
主
要
洋
学
者
墓
碑
銘
全
文

Ⅲ
主
要
洋
学
者
門
人
帳

武
内
博
編
著
「
日
本
洋
学
人
名
事
典
」

を
収
め
、
付
録
と
し
て
、

１
洋
学
関
係
私
塾
・
藩
校
等
配
置
図

２
洋
学
関
係
資
料
所
蔵
機
関
一
覧

３
主
要
参
考
文
献
（
昭
和
初
期
か
ら
最
近
ま
で
）

４
活
動
分
野
別
索
引

５
出
身
地
別
索
引
（
旧
国
名
、
県
名
）

か
ら
な
り
、

著
名
な
人
物
か
ら
未
紹
介
の
中
央
・
地
方
の
学
者
ま
で
、
一
、
一
○

○
余
名
の
人
物
情
報
を
収
め
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
一
個
人
の
手
掛
け
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
広
汎
な
分
野

を
含
む
本
書
の
よ
う
な
性
格
の
事
典
で
は
、
限
界
を
も
っ
の
も
い
な
め

な
い
し
、
他
の
研
究
者
の
業
績
の
援
用
に
つ
い
て
も
手
続
の
上
で
問
題

が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
れ
ら
す
べ
て
が
編
著
者
の
責
任
と
は
い
え
な
い

に
し
て
も
、
図
版
の
選
択
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
。

巻
頭
の
口
絵
に
ハ
ツ
と
驚
く
図
版
が
誤
っ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
も

気
に
な
る
。
『
平
次
郎
蔵
図
」
と
記
す
図
版
が
、
医
学
史
研
究
者
に
と
っ

て
は
明
ら
か
に
別
の
も
の
（
中
井
履
軒
「
越
俎
弄
筆
」
）
で
あ
る
こ
と
は
一

見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
点
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
本
書
を
利
用
す
る

と
な
る
と
、
便
利
こ
の
上
な
い
編
集
に
な
っ
て
い
て
、
編
著
者
の
労
を

多
と
し
た
い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
気
付
い
た
点
を
編
著
者
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
向
後
の
改
訂
、
増
補
に
資
し
、
大
方
の
活
用
に
便
宜
を
は
か
っ

て
ほ
し
い
と
願
う
の
み
。
（
宗
田
一
）

(146）640



石
山
先
生
が
メ
ン
デ
の
法
医
学
史
（
三
①
且
①
》
Ｆ
］
。
“
シ
扁
昏
胃
，

胃
冨
の
国
曽
己
冒
呂
号
Ｈ
鳴
門
一
号
三
目
①
己
冨
＆
旨
ヨ
言
目
の
①
、
ｇ
侭
ｇ
①
門
》

丙
円
言
緒
里
呂
『
房
．
シ
罰
房
迄
己
乏
目
忌
愚
房
》
ヨ
．
岸
肉
巨
『
開
⑦
①
閂
三
号
扁

号
愚
ｇ
ｇ
三
３
２
三
の
昌
瞬
言
》
昴
邑
を
取
上
げ
、
御
自
身
の
研
究
遍
歴

に
か
ら
め
て
情
熱
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
三
年
程
前
、
本

学
Ｋ
教
授
か
ら
教
え
ら
れ
、
氏
の
翻
訳
完
成
を
期
待
し
た
が
、
私
は
や

が
て
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
た
・
こ
の
度
初
め
て
本
書
上
梓
を
知
ら
さ
れ
、

喜
ん
で
「
紹
介
」
を
引
受
け
た
。
そ
し
て
実
物
に
接
し
、
心
は
ず
ま
せ

一
読
に
か
か
っ
た
も
の
の
、
私
如
き
が
扱
え
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に

気
付
き
憎
然
と
し
た
。
し
か
し
一
旦
お
引
受
け
し
た
以
上
何
と
か
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。
気
の
重
い
日
が
続
い
た
。

三
年
程
前
云
々
と
い
う
の
は
、
氏
が
一
九
九
二
年
一
月
、
日
独
協
会

例
会
で
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
医
鑑
定
の
成
立
」
と
題
し
講
演
さ
れ
た

「
要
旨
」
を
指
す
。
そ
れ
と
本
書
あ
と
が
き
（
解
説
）
を
交
え
て
、
本
書

の
な
り
た
ち
を
以
下
に
記
そ
う
。

氏
と
メ
ン
デ
原
書
の
出
合
は
偶
然
で
は
あ
る
が
必
然
と
も
い
え
る
。

氏
は
、
法
医
学
の
実
務
（
鑑
定
）
に
お
い
て
は
、
実
際
に
得
ら
れ
る
所
見

（
実
）
と
学
問
理
論
で
導
き
出
せ
る
底
流
（
虚
）
と
が
一
体
と
な
っ
て
始

石
山
星
夫
訳
『
メ
ン
デ
法
医
学
小
史
二
八
一
九
）
」

〔
柏
書
房
・
東
京
都
文
京
区
本
駒
込
一
’
一
三
’
一
四
、
電
○
三
’
三
九
四

七
’
八
二
五
一
、
平
成
六
年
刊
、
Ｂ
５
判
、
五
八
○
ペ
ー
ジ
、
一
八
、
○
○

○
円
〕

め
て
結
論
が
得
ら
れ
る
と
い
う
。
即
ち
〃
点
″
で
し
か
な
い
非
連
続
的

な
所
見
を
理
論
で
結
び
つ
け
て
連
続
的
な
も
の
に
仕
上
げ
る
。
氏
の
い

う
「
法
医
学
の
虚
と
実
」
で
あ
る
。
そ
し
て
虚
は
三
＆
国
．
厨
呂
の

弓
尉
の
９
円
冨
洋
で
あ
り
実
は
言
＆
旨
冒
で
あ
る
と
。

以
上
は
氏
の
現
在
到
達
し
た
哲
学
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
に
は
色
々

試
行
錯
誤
が
あ
っ
た
ろ
う
。
法
医
学
の
問
題
に
つ
い
て
、
過
去
の
人
類

が
ど
う
い
う
風
に
処
理
を
し
た
か
、
即
ち
現
在
の
到
達
点
（
最
新
知
識
）

ば
か
り
で
は
な
く
多
様
多
面
な
歴
史
（
過
程
）
を
考
え
る
（
知
る
）
必
要

が
あ
る
。
し
か
し
こ
ん
な
悠
長
な
こ
と
を
調
べ
て
い
て
は
学
問
の
競
争
、

出
世
コ
ー
ス
か
ら
外
れ
る
し
、
第
一
そ
ん
な
暇
も
な
い
。
そ
ん
な
矛
盾

を
感
じ
て
い
た
時
「
東
大
紛
争
」
に
遭
遇
す
る
。
教
室
が
全
部
封
鎖
さ

れ
て
何
も
す
る
こ
と
が
な
い
。
仕
方
な
く
こ
の
機
に
ド
イ
ツ
の
古
い
本

で
も
読
ん
で
み
よ
う
と
考
え
、
教
室
の
戸
棚
を
漁
っ
て
い
る
と
奥
の
方

か
ら
紙
に
包
ん
だ
ま
ま
の
該
原
書
が
出
て
き
た
の
だ
と
い
う
。
原
書
を

一
読
し
、
氏
の
そ
れ
ま
で
の
渇
が
癒
さ
れ
た
と
い
う
運
命
の
害
で
あ
る
。

メ
ン
デ
（
一
七
七
九
～
一
八
三
二
）
は
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
大
学
出
身
で
、

グ
ラ
イ
フ
ス
ワ
ル
ド
、
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
両
大
学
教
授
（
法
医
学
、
産
科
学
）

を
歴
任
し
た
。
本
書
は
浩
潮
な
法
医
学
全
書
（
全
六
巻
、
一
八
一
九
～
三

二
）
の
第
一
巻
に
当
る
。
彼
は
ベ
ル
リ
ン
や
ボ
ン
大
学
に
招
聰
さ
れ
た
程

の
（
た
だ
し
辞
退
）
大
家
、
実
力
者
で
あ
っ
た
と
い
う
。

メ
ン
デ
の
歴
史
観
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
法
医
学
の
歴
史
な
ど
と
い

う
も
の
は
た
ぶ
ん
誰
に
も
書
け
な
い
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
当
時
（
各
時
代
）

の
社
会
の
発
展
に
伴
う
民
族
の
文
化
（
国
家
、
法
体
系
）
、
即
ち
法
制
史
の

問
題
が
あ
る
。
当
然
歴
史
（
学
）
そ
の
も
の
も
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
更
に

(147） 641


