
日
本
史
上
の
各
時
代
に
お
け
る
医
師
の
各
時
代
ご
と
の
主
要
な

社
会
的
存
在
形
態
に
よ
る
分
類
は
、
歴
史
発
展
五
段
階
説
に
よ
る

時
代
区
分
と
、
き
わ
め
て
明
確
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
次
の
よ
う
で
あ
る
。

近
世
ｌ
儒
医

近
代
ｌ
洋
医

も
ち
ろ
ん
以
上
は
「
主
要
な
」
社
会
的
存
在
形
態
に
よ
る
分
類

で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
他
の
時
代
に
お
い
て
主
要
だ
っ

１
原
始
巫
医
の
世
界
的
普
遍
性
の
考
察

｜
般
口
演

古原
代始

｜｜
官巫
医医

中
世
ｌ
僧
医

奥
富
敬
之

た
医
師
が
、
ま
っ
た
く
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
儒
医
が
主
要
だ
っ
た
近
世
に
も
、
巫
医
的

な
陰
陽
家
や
祈
祷
師
も
存
在
し
、
幕
藩
に
仕
え
る
官
医
や
寺
院
で

の
僧
医
は
も
ち
ろ
ん
、
藺
法
を
事
と
す
る
洋
医
も
存
在
し
た
の
で

あ
る
。こ

の
よ
う
な
各
時
代
に
お
け
る
医
師
の
主
要
な
社
会
的
存
在
形

態
の
う
ち
、
原
始
の
巫
医
は
注
目
す
べ
き
も
の
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
最
古
の
医
師
の
存
在
形
態
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
は
も
ち

ろ
ん
、
健
康
の
維
持
あ
る
い
は
保
全
を
基
本
の
目
標
と
し
て
い
る

点
な
ど
に
お
い
て
、
現
代
に
お
い
て
も
精
神
あ
る
い
は
思
想
の
面

で
は
、
充
分
に
考
慮
さ
れ
る
に
価
い
す
る
か
ら
で
あ
る
。

巫
医
が
行
っ
た
療
法
は
、
か
っ
て
石
原
明
氏
が
「
魔
法
医
学
」

と
呼
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
（
『
日
本
の
医
学
」
、
至
文
堂
）
。
「
医
」
と

い
う
文
字
は
、
「
筈
」
と
い
う
文
字
を
経
て
、
「
霊
」
に
端
緒
を
発

し
て
い
る
。
「
矢
を
入
れ
た
箱
を
右
手
に
持
ち
戈
を
左
手
に
持
っ
た

巫
」
の
意
味
で
、
こ
れ
が
東
洋
的
な
巫
医
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

目
＆
ご
用
烏
邑
８
を
踊
る
昌
巴
目
扁
昌
四
口
こ
そ
が
、
西
洋
的
な

巫
医
で
あ
っ
た
。
基
本
的
に
両
者
に
は
、
相
異
は
な
い
。

日
本
史
原
始
に
お
け
る
巫
医
の
あ
り
か
た
は
、
『
古
事
記
」
、
『
日
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本
吉
紀
」
の
神
話
に
活
写
さ
れ
て
い
る
。
三
輪
山
に
住
む
と
信
じ

ら
れ
た
蛇
の
化
身
で
あ
る
大
三
輪
神
が
医
を
専
当
す
る
主
医
神

で
、
健
康
の
保
全
あ
る
い
は
回
復
を
願
う
国
民
の
祈
り
を
、
大
三

輪
神
に
取
り
次
ぐ
の
が
、
医
神
と
し
て
の
大
国
主
命
で
、
こ
れ
に

と
く
に
健
康
保
全
を
専
当
す
る
少
彦
名
命
が
、
副
医
神
と
し
て
脇

侍
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
そ
の
基
本
的
な
図
式
だ
っ
た
。

以
上
は
た
ん
な
る
神
話
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
か
な
り
の
程

度
ま
で
、
信
じ
ら
れ
る
図
式
で
あ
っ
た
。
「
魏
志
倭
人
伝
」
に
見
ら

れ
る
邪
馬
台
国
で
の
図
式
も
、
こ
れ
に
近
似
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
邪
馬
台
国
で
の
主
医
神
の
名
は
、
記
録
さ
れ
て
は
い
な
い
。

し
か
し
女
王
卑
弥
呼
が
「
事
鬼
道
能
惑
衆
」
と
い
う
こ
と
を
所
務

と
し
て
い
た
と
あ
る
か
ら
、
卑
弥
呼
こ
そ
が
医
神
だ
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
り
、
そ
の
所
務
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
見
て
も
、
主
医

神
の
存
在
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。
「
佐
治
国
」
だ
と
い
う
卑
弥
呼
の
「
男
弟
」
は
、
た
ん
に
世
俗

の
こ
と
を
專
当
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
副
医
神
と

し
て
の
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
神
話
に
お
け
る
大
国
主
命
や
、
「
魏
志
倭
人
伝
」
に
お
け

る
卑
弥
呼
こ
そ
が
、
い
わ
ゆ
る
巫
医
で
あ
る
。
そ
し
て
神
話
で
の

医
神
大
国
主
命
は
、
同
時
に
出
雲
王
国
の
国
王
で
あ
り
、
「
魏
志
倭

人
伝
」
に
お
け
る
医
神
卑
弥
呼
は
、
同
時
に
邪
馬
台
国
の
女
王
だ

っ
た
。
と
も
に
医
療
関
係
の
国
民
の
願
い
を
主
医
神
に
取
り
次
ぐ

の
が
、
そ
の
所
務
だ
っ
た
。
つ
ま
り
王
権
の
一
部
に
、
医
の
機
能

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
原
始
の
時
代
の
諸
外
国
を
見
る
と
、
日
本
の
原

始
社
会
に
見
ら
れ
た
の
と
近
似
し
た
図
式
が
、
や
は
り
見
ら
れ
る

よ
う
で
あ
る
。

古
代
エ
ジ
プ
ト
で
は
、
主
医
神
が
人
身
烏
首
の
弓
冒
昌
で
、
王

権
の
一
部
を
担
っ
て
い
た
高
僧
の
目
ヨ
ゴ
２
８
が
副
医
神
だ
っ
た
。

代
々
の
国
王
は
、
も
ち
ろ
ん
医
神
で
あ
る
。
古
典
古
代
の
ギ
リ
シ

ャ
神
話
で
は
、
主
医
神
が
シ
９
号
、
医
神
は
蛇
杖
を
持
つ
シ
呉
汀
‐

巨
吊
、
そ
し
て
副
医
神
は
健
康
保
全
を
所
務
と
す
る
巫
女
の

国
鬮
帝
国
だ
っ
た
。
そ
し
て
漢
方
の
国
で
あ
る
古
代
中
国
で
は
、
主

医
神
は
人
身
牛
首
の
神
晨
、
そ
し
て
副
医
神
は
国
王
で
も
あ
っ
た

黄
帝
だ
っ
た
。

原
始
の
巫
医
が
構
成
し
た
社
会
的
構
造
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
同
じ

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
原
始
巫
医
の
世
界
的
規
模
で
の
普
遍

性
が
、
感
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
日
本
医
科
大
学
歴
史
学
教
室
）
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