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吉
益
東
洞
「
古
書
医
言
」
と
「
医
事
古
言
」

両
耆
の
比
較
、
延
い
て
は
「
古
書
医
言
」
の
文
献
学
的
特
質
に
つ
い
て

〔
要
旨
〕
吉
益
為
則
東
洞
、
江
戸
時
代
古
医
方
最
大
の
医
家
の
一
人
で
あ
る
。
彼
の
医
学
的
実
践
に
つ
い
て
は
、
医
学
的

観
点
か
ら
多
く
の
研
究
が
行
な
わ
れ
て
来
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
の
医
学
思
想
、
特
に
そ
の
一
大
著
作
「
古
耆
医
言
』

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
こ
そ
正
に
彼
の
医
学
思
想
の
中
核
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
従
来
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
る
こ
と
が

な
か
っ
た
。
更
に
言
え
ば
、
こ
の
『
古
書
医
言
』
に
は
い
さ
さ
か
参
照
す
べ
き
資
料
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
の
書

物
自
体
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
小
論
は
、
そ
の
未
完

成
な
前
身
で
あ
る
「
医
事
古
言
」
中
の
記
載
と
の
照
合
を
通
じ
て
、
こ
の
書
物
の
文
献
学
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
結
論
を
下
す
可
能
性
に
至
り
う
る
。
す
な
わ
ち
、
東
洞
の
『
古
書

医
言
」
執
筆
の
ひ
と
つ
の
中
心
的
な
要
因
は
、
彼
の
万
病
一
毒
説
の
淵
源
と
し
て
の
『
呂
氏
春
秋
』
中
の
医
学
的
記
述

を
加
え
、
そ
し
て
こ
れ
に
よ
り
詳
細
な
陳
述
を
下
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
ー
吉
益
東
洞
、
医
事
古
言
、
古
書
医
言
、
呂
氏
春
秋
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吉
益
東
洞
（
元
禄
一
五
（
一
七
○
二
）
年
～
安
永
二
（
一
七
七
三
）
年
）
、
名
は
為
則
。
我
が
国
江
戸
時
代
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
〃
古
医
方
″

（
１
）

最
大
の
医
家
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
病
理
学
的
思
惟
の
脈
絡
に
お
い
て
、
中
国
古
代
の
内
経
医
学
以
来
の
伝
統
で
あ
り
、
我
が
国
に
お
い
て
も

曲
直
瀬
道
三
に
代
表
さ
れ
る
〃
後
世
方
派
″
の
医
家
た
ち
に
も
、
き
わ
め
て
一
般
的
で
あ
っ
た
陰
陽
五
行
説
を
排
し
、
一
切
の
病
因
は
お
ろ

か
病
名
す
ら
も
全
く
語
ろ
う
と
せ
ず
、
〈
万
病
一
毒
説
〉
の
旗
標
の
も
と
に
峻
剤
に
よ
る
汗
吐
下
和
四
法
の
徹
底
を
主
張
し
、
更
に
独
自
の
〈
天

（
２
）

命
説
〉
を
唱
え
て
、
時
に
い
さ
さ
か
過
激
と
さ
え
評
さ
れ
る
一
大
臨
床
家
（
実
践
家
）
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
吉
益
東
洞
の
医
学
思
想
を
考
究
す
る
に
当
っ
て
、
ま
ず
問
題
と
な
る
の
が
、
そ
の
中
心
的
な
資
料
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点

（
３
）

に
つ
い
て
の
詳
論
は
別
槁
に
譲
る
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
見
て
、
そ
の
中
心
的
資
料
と
な
り
う
べ
き
束
洞
の
一
大
著
作
が
、
彼
の
「
古

書
医
言
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
古
書
医
言
」
全
四
巻
は
、
文
化
二
二
八
一
四
）
年
刊
、
東
洞
が
折
り
に
触
れ
て
書

き
溜
め
て
い
た
も
の
を
嗣
子
南
涯
・
孫
北
州
ら
が
校
定
し
、
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
の
版
本
に
は
、
文
化
十
（
一
八
一
三
）
年
付
の

北
州
の
序
が
付
さ
れ
て
い
る
。
中
国
の
古
典
文
献
中
に
記
さ
れ
て
残
存
す
る
、
中
国
古
代
の
医
学
思
想
に
つ
い
て
の
、
東
洞
の
考
え
方
が
、

き
わ
め
て
単
刀
直
入
に
記
述
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
〈
万
病
一
毒
説
〉
を
は
じ
め
と
す
る
、
東
洞
の
医
学
思
想
を
解
明
し
、
あ
わ
せ
て
そ

の
特
質
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
の
、
好
箇
の
資
料
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
古
書
医
言
』
こ
そ
、
東
洞
が
、
か
の
「
黄

帝
内
経
」
や
『
傷
寒
論
』
は
も
と
よ
り
、
『
周
易
』
や
『
尚
書
」
等
の
、
い
わ
ゆ
る
〃
経
書
″
を
は
じ
め
と
し
て
、
『
筍
子
』
や
『
文
子
』
等

と
い
っ
た
〃
諸
子
″
の
書
物
に
ま
で
及
ぶ
、
総
計
三
十
七
種
類
の
中
国
の
古
典
文
献
を
広
く
渉
猟
し
、
そ
れ
ら
の
中
に
散
見
す
る
中
国
古
代

の
医
学
思
想
に
つ
い
て
、
彼
の
そ
の
独
自
の
観
点
か
ら
、
こ
れ
を
分
析
し
て
記
述
し
、
更
に
彼
の
そ
の
独
自
の
病
理
学
的
思
惟
の
観
点
か
ら
、

中
国
の
古
典
文
献
に
見
え
る
医
学
思
想
の
諸
形
態
に
つ
い
て
分
析
し
、
こ
れ
を
記
述
す
る
と
い
う
、
ひ
と
り
〃
古
医
方
″
の
医
学
体
系
に
つ

い
て
の
医
史
学
的
な
見
地
か
ら
の
理
論
的
な
研
究
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
医
学
思
想
の
淵
源
形
態
の
追
究
、
延
い
て
は
、
ひ
ろ
く
中

は
じ
め
に
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国
古
代
の
医
学
思
想
全
体
に
つ
い
て
の
体
系
的
な
研
究
に
お
い
て
も
ま
た
、
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と
こ
ろ
の
一
大
著
作
で
あ
っ

と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
古
書
医
言
』
と
い
う
書
物
そ
れ
自
体
、
更
に
そ
の
医
学
思
想
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
従
来
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
如
く
に
見
受
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
調
剤
・
薬
功
な
ど
に
つ
い
て
の
書
物
ｌ
た
と
え
ば
、
『
薬
徴
」
や
『
類
聚
方
』
な

ど
Ｉ
に
つ
い
て
の
医
薬
学
的
分
析
を
通
じ
て
、
そ
の
医
説
を
研
究
す
る
こ
と
に
比
し
て
、
東
洞
の
医
学
思
想
を
、
主
に
こ
の
『
古
書
医
言
』

を
基
本
資
料
と
し
て
考
究
す
る
こ
と
は
、
従
来
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
て
来
な
か
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
こ
の
点

に
お
い
て
、
現
在
の
東
洞
研
究
に
は
、
ほ
ん
の
い
さ
さ
か
補
う
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
論
孜
は
、
こ
の
『
古
書
医
言
』
を
基
本
資
料
と
す
る
東
洞
の
医
学
思
想
研
究
の
一
環
と
し
て
、
「
古
書
医
言
』
の
文
献
学
的
特
質

に
つ
い
て
、
特
に
こ
れ
を
、
そ
の
書
物
と
し
て
の
前
身
と
さ
れ
る
「
医
事
古
言
』
と
の
比
較
を
通
じ
て
い
さ
さ
か
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と

を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
順
を
追
っ
て
論
究
し
て
み
た
い
。

吉
益
辰
扇
斎
（

一
言
』
に
つ
い
て
、

古
書
医
言
四
巻

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
づ

先
に
医
事
古
言
と
命
く
る
者
。
後
之
を
改
む
・
）

こ
の
吉
益
辰
扇
斎
の
こ
と
ば
を
見
る
と
、
『
医
事
古
言
』
と
『
古
書
医
言
』
と
は
、
本
来
同
一
の
書
物
で
あ
っ
た
も
の
が
、
あ
た
か
も
Ｉ

先
命
医
事
古
言
者
、
後
改
之
、

（
古
書
医
言
四
巻 （

明
和
四
（
一
七
六
七
）
年
～
文
化
一
三
（
一
八
一
六
）
年
、
東
洞
の
第
三
子
）
の
手
に
な
る
東
洞
の
著
書
目
録
に
は
、
『
医
事
古

あ
く
ま
で
も
「
古
書
医
言
」
に
つ
い
て
の
付
加
的
記
述
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
・
い
る
。
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多
少
の
加
筆
訂
正
は
あ
る
も
の
の
Ｉ
そ
の
書
名
だ
け
を
変
え
て
、
あ
ら
た
に
出
版
さ
れ
た
よ
う
な
印
象
を
与
え
が
ち
で
は
あ
る
。
確
か
に

こ
れ
ら
両
害
の
内
容
に
隔
絶
し
た
相
違
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な
く
、
全
く
、
あ
る
い
は
内
容
的
に
、
ほ
と
ん
ど
同
一
の
記

と
は
い
え
、
こ
れ
ら
両
書
を
外
見
的
に
対
比
し
た
だ
け
で
も
、
一
目
瞭
然
明
ら
か
な
通
り
、
『
古
書
医
言
』
は
、
『
医
事
古
言
」
の
優
に
四

倍
近
い
分
量
が
あ
り
、
更
に
内
容
的
に
も
、
い
さ
さ
か
の
変
化
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
『
古
書
医
言
」

は
、
単
な
る
『
医
事
古
言
』
の
復
刻
版
あ
る
い
は
再
（
三
）
版
本
で
は
な
く
、
大
幅
な
増
補
改
訂
版
で
あ
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
逆
に
言
え
ば
、
『
医
事
古
言
』
は
、
『
古
書
医
言
」
の
、
い
わ
ば
〃
未
完
成
″
の
前
身
で
あ
り
、
一
見
し
て
判
然
た
る
通
り
、
『
医

事
古
言
』
に
お
い
て
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
『
黄
帝
内
経
」
や
『
傷
寒
論
」
等
の
〃
古
書
″
に
お
け
る
古
典
医
学
的
記
述
の
引
用
と
、

そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
東
洞
の
医
学
思
想
的
な
観
点
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
を
初
め
と
し
て
、
更
に
そ
の
他
の
〃
古
書
″
か
ら
の
引
用
と
一
層
詳
細

な
る
コ
メ
ン
ト
を
載
せ
、
以
て
彼
の
医
学
思
想
を
敷
術
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
他
な
ら
ぬ
「
古
書
医
言
」
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る

述
も
数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。

要
す
る
に
、
「
古
書
医
言
』
に
お
け
る
『
黄
帝
内
経
』
・
「
傷
寒
論
」
・
「
漢
書
』
等
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
『
医
事
古
言
』
に
は
全
く
見
ら
れ

な
か
っ
た
も
の
が
、
き
わ
め
て
多
量
に
、
し
か
も
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
『
医
事
古
言
』
に
手
を
加
え
て
『
古
書
医
言
』
を
執
筆
し
た
東

洞
の
意
志
が
、
き
わ
め
て
明
確
に
窺
え
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
し
、
又
、
同
じ
く
『
潜
夫
論
」
や
『
鴫
冠
子
』
等
に
つ
い
て
の
記
述
も
、

『
古
書
医
言
』
に
お
い
て
の
み
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
「
黄
帝
内
経
』
や
『
傷
寒
論
」
等
に
つ
い
て
の
そ
れ
ほ
ど
の
分
量
も
内
容
も
な
い
が
、

そ
れ
な
り
に
有
意
義
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
更
に
、
『
周
礼
』
・
『
准
南
子
」
・
『
論
語
』
等
の
諸
書
に
つ
い
て
は
、
も
と
も
と

『
医
事
古
言
」
に
お
い
て
も
、
か
な
り
充
実
し
た
内
容
の
記
述
で
あ
っ
た
も
の
が
、
『
古
書
医
言
」
に
至
っ
て
は
、
更
に
充
実
し
た
も
の
に
な

っ
て
お
り
、
『
古
書
医
言
』
の
完
成
度
の
高
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

と
は
い
え
同
時
に
又
、
そ
れ
ら
『
周
礼
』
・
「
准
南
子
」
・
『
論
語
』
等
の
諸
害
に
つ
い
て
の
記
述
に
お
い
て
も
、
更
に
詳
細
に
両
書
を
比
較

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
「
古
書
医
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し
て
み
た
な
ら
ば
、
『
医
事
古
言
」
↓
「
古
書
医
言
』
と
い
う
移
り
変
わ
り
の
過
程
に
、
東
洞
の
医
学
思
想
の
特
徴
的
な
一
面
や
、
「
古
書
医

言
」
執
筆
の
淵
源
な
ど
を
窺
わ
せ
る
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
部
分
も
あ
り
、
更
に
そ
の
上
、
「
史
記
」
・
『
呂
氏
春
秋
」
・
『
筍
子
」
等
の
諸
書
に

つ
い
て
の
記
述
に
至
っ
て
は
、
『
医
事
古
言
』
に
も
見
ら
れ
は
す
る
が
、
『
古
書
医
言
』
の
そ
れ
は
、
全
く
そ
の
比
で
は
な
く
、
分
量
・
内
容

共
に
き
わ
め
て
充
実
し
て
お
り
、
就
中
『
史
記
』
と
『
呂
氏
春
秋
』
の
部
分
は
、
特
に
東
洞
の
医
学
思
想
の
観
点
か
ら
見
て
き
わ
め
て
重
要

な
内
容
の
記
述
を
多
く
含
ん
で
お
り
、
正
に
こ
れ
ら
の
た
め
に
こ
の
『
古
書
医
言
」
が
執
筆
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
、
あ
る
意
味
で
は
、
決
し

て
過
言
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
今
、
東
洞
の
『
古
書
医
言
』
執
筆
の
淵
源
と
し
て
余
り
に
も
自
明
な
『
黄
帝
内
経
』
や
『
傷
寒
論
』
等
の
諸
書
の
部
分
と
、
『
医
事

古
言
」
と
『
古
書
医
言
」
の
両
書
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
書
き
換
え
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
又
ほ
と
ん
ど
取
り
挙
げ
る
必
要
が

（
４
）

な
い
と
判
断
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
楊
子
法
言
」
・
「
申
鑿
』
・
「
鬼
谷
子
」
・
「
冗
倉
子
」
・
「
劉
子
新
論
』
等
の
諸
書
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
ひ
と

ま
ず
こ
れ
を
措
き
、
ま
ず
は
『
史
記
』
・
『
呂
氏
春
秋
』
等
の
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
増
補
改
訂
が
『
古
書
医
言
」
執
筆
の
淵
源
か

と
さ
え
言
い
う
る
諸
書
に
つ
い
て
の
記
述
に
つ
い
て
こ
れ
を
概
観
し
、
更
に
先
に
指
摘
し
た
「
周
礼
』
や
『
准
南
子
」
等
に
つ
い
て
の
記
述

を
垣
間
見
て
、
そ
の
細
部
を
窺
い
、
最
後
に
そ
の
他
の
諸
書
に
つ
い
て
の
記
述
を
取
り
上
げ
、
い
さ
さ
か
補
足
す
べ
き
点
に
論
及
し
、
全
体

を
ま
と
め
る
に
至
り
た
い
と
考
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
医
事
古
言
」
か
ら
「
古
書
医
言
」
へ
の
推
移
の
過
程
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
増
補
改
訂
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は

『
史
記
』
と
『
呂
氏
春
秋
』
に
つ
い
て
の
記
述
の
部
分
、
そ
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
や
は
り
そ
れ
に
次
い
で
重
要
な
部
分
が
、
『
筍

子
』
・
『
説
苑
」
・
「
戦
国
策
』
・
「
韓
非
子
」
に
つ
い
て
の
記
述
の
部
分
で
あ
る
と
見
受
け
ら
れ
る
。
以
下
、
順
に
検
討
し
て
み
た
い
。

二
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と
は
い
え
、
「
古
書
医
言
』
に
お
け
る
『
史
記
」
に
つ
い
て
の
記
述
を
見
る
と
、
そ
れ
は
更
に
詳
細
を
極
め
、
全
く
「
医
事
古
言
』
の
そ
れ

の
比
で
は
な
い
こ
と
が
一
見
し
て
看
取
し
う
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
古
書
医
言
』
に
お
い
て
は
『
史
記
」
、
「
扁
鵲
伝
」
の
文
章
そ
れ
自

体
の
引
用
は
、
む
し
ろ
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
が
、
き
わ
め
て
長
文
の
「
扁
鵲
伝
評
」
・
「
読
扁
鵲
之
伝
」
・
「
扁
鵲
伝
総
論
」
、
そ
し
て
更
に
「
大

倉
公
伝
」
の
〈
医
案
〉
二
十
九
条
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
評
を
つ
け
る
と
い
う
念
の
入
っ
た
記
述
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
東
洞
が
主
張
す

る
医
説
の
内
容
そ
れ
自
体
、
そ
し
て
又
そ
の
陳
述
の
形
態
は
、
「
医
事
古
言
」
と
「
古
書
医
言
』
の
両
書
に
お
い
て
、
基
本
的
に
全
く
同
一
の

も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
記
載
の
分
量
と
、
そ
れ
に
伴
う
詳
細
さ
の
点
で
、
『
医
事
古
言
」
か
ら
「
古
書
医
言
』
へ
の
移
行
に
お
い
て
大
幅
な

加
筆
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
全
く
疑
い
な
い
事
実
で
あ
り
、
〃
古
書
〃
中
の
記
載
を
以
て
み
ず
か
ら
の
医
説
を
根
拠
付
け
敷
術
す
る
と
い
う
『
古

書
医
言
」
ｌ
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
前
身
と
し
て
の
層
事
古
言
』
ｌ
の
目
的
は
、
『
古
書
医
言
」
に
至
っ
て
、
更
に
大
い
に
達
成
さ

れ
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
、
従
っ
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
又
、
『
古
書
医
言
』
執
筆
の
大
き
な
目
的
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

「
史
記
』
に
つ
い
て
の
、
『
医
事
古
言
』
に
見
え
る
記
述
は
、
扁
鵲
に
つ
い
て
、
『
史
記
』
の
「
扁
鵲
伝
」
か
ら
、
東
洞
が
非
常
に
重
視
し
た
、

（
５
）

あ
の
〈
病
応
見
於
大
表
、
〉
（
病
応
、
大
表
に
見
わ
る
。
）
と
い
う
一
句
を
含
む
一
文
を
引
用
し
、
そ
れ
に
続
い
て
、
〈
為
則
日
、
是
疾
医
語
也
、

可
謂
万
代
不
易
医
則
芙
、
〉
（
為
則
曰
く
、
是
れ
疾
医
の
語
な
り
。
万
代
不
易
の
医
則
な
り
と
謂
う
べ
し
。
）
で
始
ま
る
、
き
わ
め
て
長
文
の
コ
メ
ン

ト
ー
「
医
事
古
言
」
中
に
お
い
て
は
、
異
例
の
も
の
ｌ
を
載
せ
、
彼
の
医
説
を
展
開
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
扁
鵲
の
こ
の
〈
病
応
、

大
表
に
見
わ
る
。
〉
の
治
方
こ
そ
ま
さ
に
正
統
の
〈
古
医
方
〉
で
あ
り
、
扁
鵲
こ
そ
詞
に
〈
疾
医
の
亀
鑑
〉
で
あ
る
、
と
扁
鵲
の
医
術
を
高
く

位
置
づ
け
、
そ
の
上
で
更
に
〈
夫
万
病
唯
一
毒
也
〉
（
夫
れ
万
病
は
唯
一
毒
な
り
。
）
と
自
説
を
敷
術
す
る
。
東
洞
の
基
本
的
な
医
学
思
想
を
最

も
典
型
的
に
主
張
す
る
記
述
で
あ
り
、
既
に
『
医
事
古
言
』
執
筆
当
時
か
ら
、
こ
の
基
本
的
な
主
張
に
変
わ
り
が
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

①
「
史
記
」
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（
６
）

『
呂
氏
春
秋
』
中
に
見
え
る
医
学
的
記
述
に
つ
い
て
の
東
洞
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
既
に
他
稿
に
お
い
て
い
さ
さ
か
こ
れ
を
分
析
し
た
ゆ

え
、
こ
こ
で
は
そ
の
詳
細
な
内
容
の
検
討
は
割
愛
す
る
。
要
す
る
に
、
『
医
事
古
言
』
に
見
え
る
『
呂
氏
春
秋
」
か
ら
の
引
用
文
八
条
の
う
ち
、

今
こ
こ
で
最
も
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
「
尽
数
篇
」
（
と
「
達
醤
篇
」
）
の
一
文
と
、
補
足
的
に
説
明
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
「
十
二
月
紀
」

に
つ
い
て
の
一
文
を
除
い
た
残
り
五
条
に
つ
い
て
は
、
大
率
『
医
事
古
言
」
か
ら
『
古
書
医
言
」
へ
の
改
訂
に
お
い
て
、
引
用
文
（
の
引
用
箇

所
）
が
再
検
討
さ
れ
て
簡
潔
ま
た
は
詳
細
に
な
り
、
そ
の
コ
メ
ン
ト
も
、
更
に
推
敲
さ
れ
当
を
得
た
明
確
な
記
述
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ

そ
こ
で
今
、
最
も
重
要
な
「
尽
数
篇
」
の
一
文
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、
「
医
事
古
言
」
に
お
い
て
東
洞
は
、
こ
の
『
呂

氏
春
秋
』
、
「
尽
数
篇
」
の
一
文
、
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
文
中
に
〈
・
…
：
云
云
・
・
…
・
〉
と
一
部
分
の
省
略
を
挟
む
も
の
の
ほ
ぼ
一
篇
全

体
に
亘
っ
て
こ
れ
を
引
用
し
て
い
る
。
「
呂
氏
春
秋
』
、
「
尽
数
篇
」
の
記
載
の
、
東
洞
に
と
っ
て
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
の
で
は
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
長
く
、
し
か
も
重
要
な
一
文
を
引
用
し
て
い
な
が
ら
、
如
何
な
る
こ
と
か
、
東
洞
の
コ
メ
ン
ト
は
、

為
則
日
、
以
水
軽
重
甘
辛
苦
立
論
也
、
未
知
其
所
拠
也
、
俟
後
君
子
、
（
為
則
曰
く
、
水
の
軽
重
甘
辛
苦
を
以
て
論
を
立
つ
。
未
だ
其
の
拠
る

所
を
知
ら
ず
。
後
の
君
子
を
俟
っ
・
）

と
、
た
っ
た
ひ
と
こ
と
、
そ
れ
も
殆
ん
ど
内
容
的
に
的
外
れ
な
記
載
が
あ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
束
洞
の
こ
の
コ
メ
ン
ト
は
、
彼
が
引
用
し

て
い
る
『
呂
氏
春
秋
」
、
「
尽
数
篇
」
の
本
文
中
に
、

軽
水
所
多
禿
与
瘻
人
、
重
水
所
多
虐
与
電
人
、
：
…
．
（
軽
水
の
所
に
は
禿
と
瓢
人
と
多
く
、
重
水
の
所
に
は
煙
と
電
人
と
多
く
、
：
…
・
宮
氏

さ
そ
う
で
あ
る
。

と
あ
る
の
を
受
け
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
む
し
ろ
重
要
な
の
は
、
そ
の
前
後
の
〈
篭
（
毒
）
〉
に
つ
い
て
の
記
載
や
〈
精
気
〉
に
つ
い
て

こ
の
こ
と
は
、
毒

②
『
呂
氏
春
秋
」

春
秋
」
、
「
尽
数
篇
」
）

更
に
次
の
『
呂
氏
春
秋
」
の
箇
所
に
お
い
て
、
よ
り
典
型
的
に
看
取
さ
れ
う
る
。
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の
そ
れ
で
あ
り
、
果
た
し
て
次
に
触
れ
る
通
り
、
「
古
書
医
言
』
に
お
い
て
、
東
洞
は
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
一
篇
全
体
を
三
段
に
分
け
て
、
こ
れ

を
引
用
し
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
詳
細
に
、
し
か
も
明
確
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
あ
る
い
は
東
洞
は
、

未
だ
こ
の
『
医
事
古
言
』
執
筆
中
に
は
、
『
呂
氏
春
秋
」
、
「
尽
数
篇
」
の
こ
の
一
文
の
彼
の
医
学
思
想
に
と
っ
て
の
重
大
さ
に
気
付
い
て
い
な

か
っ
た
の
か
、
と
さ
え
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
が
、
東
洞
の
次
の
よ
う
な
発
言
で
あ
る
。

夫
万
病
一
毒
と
い
う
事
、
医
断
に
著
し
た
る
は
既
二
十
年
ば
か
り
以
前
の
事
な
り
。
然
る
に
万
病
の
唯
一
毒
な
る
事
を
自
得
し
た
る
は
、

漸
此
八
九
年
こ
の
か
た
な
り
。
其
も
と
は
呂
氏
春
秋
に
鯵
毒
の
論
あ
り
。
（
『
医
事
或
固
、
巻
下
）

引
用
文
中
の
『
医
断
」
は
、
東
洞
の
門
人
で
あ
る
鶴
田
元
逸
が
延
享
四
（
一
七
四
七
）
年
に
編
集
し
、
ま
と
め
た
も
の
を
、
宝
暦
九
（
一
七

五
九
）
年
に
中
西
惟
忠
が
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
『
医
事
或
問
』
（
巻
下
）
の
右
の
文
章
を
東
洞
が
書
い
た
の
は
、
ほ
ぼ
一
七
六
五

年
前
後
す
な
わ
ち
、
東
洞
逸
年
の
こ
と
で
あ
る
と
推
さ
れ
る
。
果
た
し
て
『
医
事
或
問
」
が
編
集
さ
れ
た
の
は
、
明
和
六
（
一
七
六
九
）
年
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
明
ら
か
な
こ
と
は
、
要
す
る
に
、
東
洞
は
、
そ
の
臨
床
経
験
を
通
じ
て
、
早
く
か
ら
い
わ
ゆ
る
〈
万
病
一
毒
説
〉
の

考
え
を
持
つ
に
至
っ
て
は
い
た
が
、
そ
れ
を
明
瞭
に
意
識
し
、
彼
自
身
の
病
理
学
的
思
惟
の
体
系
の
中
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
医
学
思
想
と
し

て
明
確
に
確
立
で
き
た
の
は
、
よ
う
や
く
そ
の
晩
年
に
至
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

か
く
し
て
今
一
度
、
『
古
書
医
言
」
に
お
け
る
、
こ
の
『
呂
氏
春
秋
」
、
「
尽
数
篇
」
の
箇
所
を
見
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
お
い
て
東
洞
は
、
ま

ず
こ
の
「
尽
数
篇
」
の
全
文
を
三
段
に
分
け
て
、
し
か
も
全
く
省
略
す
る
こ
と
な
く
全
て
引
用
し
、
そ
の
三
段
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
〈
為
則

曰
く
…
：
．
〉
と
、
彼
の
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
い
る
が
、
特
に
重
要
な
第
二
段
目
と
第
三
段
目
に
お
い
て
は
、

…
：
．
命
之
日
露
毒
、
是
即
病
也
、
故
疾
医
為
万
病
唯
一
毒
、
而
去
其
毒
、
其
毒
以
汗
吐
下
而
解
去
、
則
諸
病
疾
苦
尽
治
焉
、
：
．
：
。
（
：
：
：

な
づ

之
を
命
け
て
響
毒
と
日
う
。
是
れ
即
ち
病
な
り
。
故
に
疾
医
は
万
病
唯
一
毒
と
為
し
て
、
其
の
毒
を
去
る
。
其
の
毒
、
汗
吐
下
を
以
て
解
去
さ
る
れ

ば
、
則
ち
諸
病
疾
苦
尽
く
治
す
。
：
…
第
二
段
の
コ
メ
ン
ト
）
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．
…
・
・
吾
於
是
益
知
万
病
唯
一
毒
、
退
見
扁
鵲
伝
、
扁
鵲
亦
然
、
…
…
（
．
：
…
吾
、
是
に
於
い
て
益
々
万
病
唯
一
毒
な
る
を
知
る
。
退
き
て
扁
鵲

伝
を
見
る
に
、
扁
鵲
も
亦
然
り
。
…
：
第
三
段
の
コ
メ
ン
ト
）

と
、
再
三
に
亘
っ
て
、
彼
の
最
重
要
の
医
説
を
繰
り
返
し
明
確
に
、
し
か
も
詳
細
に
記
述
し
て
い
る
。
こ
れ
は
や
は
り
、
『
呂
氏
春
秋
」
、
「
尽

数
篇
」
の
こ
れ
ら
の
諸
句
が
、
彼
の
医
説
の
淵
源
を
な
す
も
の
と
し
て
、
東
洞
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
見
倣
さ
れ
て
い

た
事
実
を
十
分
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

果
た
し
て
、
こ
の
宮
氏
春
秋
」
の
項
の
末
尾
に
は
、
冨
氏
春
秋
』
全
体
に
つ
い
て
の
東
洞
の
コ
メ
ン
ト
が
記
載
さ
れ
て
い
る
ｌ
こ
れ

も
又
、
こ
の
『
古
書
医
言
」
に
お
い
て
異
例
の
こ
と
で
あ
る
が
、
山
崎
本
で
は
、
更
に
一
段
高
く
行
を
上
げ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一

文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
〈
尽
数
・
達
鯵
の
二
篇
〉
と
言
わ
れ
る
〈
達
鯵
〉
と
は
、
や
は
り
こ
の
『
呂
氏
春
秋
」
の
一
篇
で
、
〈
精
気
〉
の
〃
鯵
滞
″
が
諸
病

の
原
因
で
あ
る
こ
と
を
説
く
一
篇
で
あ
り
、
そ
の
原
文
が
『
医
事
古
言
』
・
『
古
書
医
言
』
双
方
に
引
用
さ
れ
、
「
医
事
古
言
』
に
お
い
て
は
、

為
則
日
、
精
者
、
調
養
一
身
四
肢
百
骸
之
精
液
也
、
通
暢
則
為
養
、
停
滞
則
為
毒
、
是
乃
病
也
、
．
：
…
（
為
則
曰
く
、
精
と
は
、
一
身
四

為
則
日
、
余
継
父
祖
之
業
、
既
欲
行
之
、
無
規
矩
準
縄
、
以
臆
伝
之
、
固
不
可
為
、
於
是
乎
広
尋
医
之
可
以
為
規
矩
準
縄
者
芙
、
…
…

唯
忙
忙
然
如
望
大
洋
、
無
奈
之
何
、
已
而
奮
発
日
、
書
不
言
乎
、
学
干
古
訓
有
獲
、
於
是
乎
渉
猟
漢
以
上
之
書
、
至
呂
氏
春
秋
尽
数
達

蟹
二
篇
、
拍
節
仰
天
而
嘆
日
、
瑳
聖
人
之
言
、
信
而
有
徴
、
是
治
病
之
大
本
、
良
又
万
病
唯
一
毒
之
枢
機
也
、
：
：
：
（
為
則
曰
く
、
余
、

父
祖
の
業
を
継
ぎ
、
既
に
之
を
行
な
わ
ん
と
欲
す
る
に
、
規
矩
準
縄
な
く
、
臆
を
以
て
之
を
伝
う
れ
ば
、
固
に
為
す
べ
か
ら
ず
。
是
に
於
い
て
か
広

く
医
の
以
て
規
矩
準
縄
と
為
す
べ
き
者
を
尋
ね
た
り
。
・
・
・
…
唯
忙
忙
然
と
し
て
大
洋
を
望
む
が
如
し
。
之
を
奈
何
と
も
す
る
な
し
。
已
に
し
て
奮
発

し
て
曰
く
、
書
に
言
わ
ざ
ら
ん
や
、
古
訓
に
学
べ
ば
獲
る
こ
と
あ
ら
ん
と
。
是
に
於
て
か
漢
以
上
の
害
を
渉
猟
し
て
、
呂
氏
春
秋
、
尽
数
・
達
鯵
の

ま
こ
と

二
篇
に
至
る
。
節
を
拍
ち
天
を
仰
ぎ
て
嘆
じ
て
曰
く
、
嵯
聖
人
の
言
、
信
に
し
て
徴
あ
り
。
是
れ
病
を
治
す
る
の
大
本
に
し
て
、
良
に
又
万
病
唯

二
篇
に
至
る
。
節
一

一
毒
の
枢
機
な
り
、

と
O

：

：

：
、－"
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肢
百
骸
を
調
養
す
る
の
精
液
な
り
。
通
暢
す
れ
ば
則
ち
養
を
為
し
、
停
滞
す
れ
ば
則
ち
毒
を
為
す
。
是
れ
乃
ち
病
な
り
。
．
…
：
）

と
、
「
呂
氏
春
秋
」
、
「
達
謹
篇
」
本
文
の
〈
精
気
〉
を
〈
精
液
〉
と
読
み
換
え
た
上
で
、
そ
の
〈
停
滞
〉
が
〈
毒
を
為
す
〉
と
説
く
、
い
さ
さ

か
推
敲
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
コ
メ
ン
ト
が
添
え
ら
れ
て
お
り
、
又
『
古
書
医
言
』
に
お
い
て
は
、
他
篇
の
三
つ
の
引
用
文
も
ま
と
め
て
引
用

さ
れ
、
今
こ
こ
に
引
い
た
、
一
種
の
〃
ま
と
め
〃
の
一
文
が
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
今
、
先
に
引
い
た
「
医
事
或
問
』
の
一
文
を
も
考
え
あ
わ
せ
て
全
体
を
要
す
る
に
、
『
医
事
古
言
』
執
筆
当
時
の
東
洞
は
、
た
し
か

に
そ
の
〈
万
病
一
毒
説
〉
の
考
え
を
自
覚
し
て
は
い
た
が
、
み
ず
か
ら
の
病
理
学
的
思
惟
の
脈
絡
の
中
に
お
い
て
、
ひ
と
つ
の
医
学
思
想
と

し
て
明
確
に
確
立
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
の
が
、
そ
の
後
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
〈
医
道
〉
（
「
復
宗
梅
諄
害
」
）
の
精
進
を
続
け
、
か
つ
中
国

の
古
典
を
広
く
渉
猟
し
て
、
そ
の
文
献
的
・
理
論
的
裏
付
け
を
得
て
、
晩
年
に
至
り
、
よ
う
や
く
こ
れ
を
確
乎
と
し
て
ま
と
め
上
げ
る
こ
と

を
得
て
、
『
古
書
医
言
』
執
筆
の
際
に
、
わ
ざ
わ
ざ
異
例
の
様
式
を
取
っ
て
、
こ
れ
を
記
述
し
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ

て
『
古
書
医
言
』
の
こ
の
「
呂
氏
春
秋
』
の
箇
所
は
、
あ
る
意
味
で
、
こ
の
一
言
の
医
学
思
想
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
東
洞
の
『
古

書
医
言
」
執
筆
の
１
１
唯
一
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
ｌ
最
大
の
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
言
い
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
こ
の
「
呂
氏
春
秋
三
書
は
、
東
洞
に
と
っ
て
、
「
黄
帝
内
進
や
『
傷
寒
論
』
と
は
違
っ
た
意
味
で
Ｉ
あ
る
意
味
で
は
そ
れ

以
上
に
Ｉ
重
要
な
書
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

尚
、
「
十
二
月
紀
」
の
記
述
に
つ
い
て
、
ひ
と
こ
と
補
足
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
『
医
事
古
言
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
十
二
月
紀
」
か
ら

一
則
の
み
引
用
さ
れ
、
〈
天
令
〉
と
い
う
語
彙
を
要
訣
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
〃
違
令
説
″
に
つ
い
て
の
東
洞
の
〈
…
…
是
れ
を
以
て
病
を
論
ず

る
べ
か
ら
ず
・
〉
と
い
う
批
判
の
一
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
『
古
書
医
言
』
に
お
い
て
は
、
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
、

『
古
書
医
言
」
に
お
い
て
は
、
『
礼
記
」
、
「
月
令
篇
」
の
項
に
お
い
て
ま
と
め
て
論
究
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
編
集
・
校
定
の
跡
が
窺
え

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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③
『
筍
子
」
・
『
説
苑
」
・
「
戦
国
策
」
・
『
韓
非
子
」

以
上
に
概
観
し
た
『
史
記
」
や
『
呂
氏
春
秋
』
二
言
に
つ
い
て
の
記
述
に
比
べ
れ
ば
、
そ
の
重
要
性
に
お
い
て
遠
く
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で

は
あ
る
が
、
大
幅
な
増
補
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
が
『
筍
子
』
・
『
説
苑
』
等
の
四
書
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
先
ず
『
筍
子
』
か
ら
見
て

最
後
に
「
韓
非
子
」
に
つ
い
て
。
『
医
事
古
言
」
に
お
い
て
は
、
た
っ
た
一
則
の
み
が
引
用
さ
れ
、
コ
メ
ン
ト
も
な
か
っ
た
も
の
が
、
『
古

書
医
言
」
に
お
い
て
は
、
二
十
三
則
も
の
引
用
が
連
ね
ら
れ
、
そ
れ
な
り
に
意
義
の
あ
る
コ
メ
ン
ト
も
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
又
ひ
と
つ

の
重
要
な
増
補
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
『
医
事
古
言
」
か
ら
「
古
書
医
言
』
へ
の
推
移
の
過
程
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
重
大
な
増
補
改
訂
が
行
な
わ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は

書
医
言
」
に
お
い
一

る
と
考
え
ら
れ
る
（

ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

と
絶
賛
し
て
い
る
。
『
古
書
医
言
』
執
筆
の
た
め
の
重
要
な
一
書
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
『
説
苑
」
に
つ
い
て
。
『
医
事
古
言
」
に
お
い
て
は
、
た
っ
た
一
則
の
み
が
引
か
れ
、
コ
メ
ン
ト
も
な
か
っ
た
も
の
が
、
「
古
書
医
言
』

に
お
い
て
は
、
十
四
則
が
引
か
れ
、
そ
れ
な
り
に
重
要
な
コ
メ
ン
ト
も
付
け
ら
れ
て
い
る
。
必
ず
し
も
重
大
な
書
き
加
え
で
あ
る
と
は
断
言

で
き
な
い
ま
で
も
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
増
補
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

又
、
つ
ぎ
に
『
戦
国
策
』
に
つ
い
て
。
「
医
事
古
言
』
に
お
い
て
は
、
た
っ
た
一
則
の
み
が
引
か
れ
、
コ
メ
ン
ト
も
な
か
っ
た
も
の
が
、
『
古

書
医
言
一
に
お
い
て
は
、
七
則
が
引
か
れ
、
そ
れ
な
り
に
重
要
な
コ
メ
ン
ト
も
付
け
ら
れ
て
い
る
。
や
は
り
ひ
と
つ
の
有
意
義
な
増
補
で
あ

『
医
事
古
言
』
に
お
い
て
「
筍
子
」
か
ら
の
引
用
は
、
た
っ
た
一
則
の
み
で
、
し
か
も
東
洞
の
コ
メ
ン
ト
す
ら
な
い
。
そ
れ
が
『
古
書
医
言
』

で
は
、
十
六
則
の
多
き
を
数
え
、
特
に
い
わ
ゆ
る
〈
天
人
の
分
〉
を
主
張
す
る
、
『
筍
子
」
、
「
天
論
篇
」
の
一
文
に
つ
い
て
は
、
東
洞
も
、

…
・
・
蓋
筍
子
天
論
一
篇
、
熟
読
玩
味
、
而
疾
医
之
道
、
可
閻
明
也
、
（
・
・
・
…
蓋
し
筍
子
の
天
諭
一
篇
は
、
熟
読
玩
味
し
て
、
疾
医
の
道
、
閲
明

に
す
室
べ
弐
一
だ
ぜ
、
毛
）
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「
書
経
』
か
ら
の
引
用
は
、
「
医
事
古
言
』
・
「
古
書
医
言
』
と
も
に
た
っ
た
一
条
だ
け
で
は
あ
る
が
、
東
洞
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
、

若
薬
弗
瞑
眩
、
厭
疾
弗
瘻
、
（
若
し
薬
瞑
眩
せ
ざ
れ
ば
、
厭
の
疾
瘻
え
ず
。
「
害
経
」
、
「
説
命
上
篇
」
）

の
一
句
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
『
医
事
古
言
」
の
コ
メ
ン
ト
も
、
簡
潔
で
分
か
り
易
い
一
文
で
あ
る
が
、
〈
正
義
に
曰
く
：
．
…
〉
以
下
は
、

い
さ
さ
か
不
要
で
あ
り
、
又
『
書
経
」
本
文
の
こ
の
一
文
の
重
要
性
か
ら
見
て
、
や
は
り
い
さ
さ
か
説
明
が
足
り
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

る
の
が
、
「
古
書
医
言
」
に
お
い
て
は
、
十
分
に
詳
し
く
明
快
な
コ
メ
ン
ト
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
わ
ず
か
一
条
で
は
あ
る
が
、
重
要
な

書
き
加
え
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

「
医
事
古
言
』
に
お
け
る
「
周
礼
』
か
ら
の
引
用
文
は
、
凡
そ
十
則
を
数
え
、
そ
の
コ
メ
ン
ト
も
そ
れ
ぞ
れ
充
実
し
た
も
の
に
な
っ
て
は
い

る
が
、
そ
れ
が
更
に
『
古
書
医
言
」
に
お
い
て
は
、
〈
食
医
〉
に
つ
い
て
の
数
ケ
条
を
、
そ
れ
ぞ
れ
分
け
て
別
々
に
数
え
る
と
十
九
則
の
多
き

に
亘
っ
て
引
用
し
、
そ
の
コ
メ
ン
ト
も
更
に
推
敲
を
経
て
明
快
な
も
の
に
な
っ
た
も
の
や
、
更
に
補
足
さ
れ
た
も
の
等
が
あ
り
、
一
層
充
実

し
た
記
載
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
準
ず
る
諸
書
に
つ
い
て
の
記
述
の
部
分
を
概
観
し
た
。
こ
れ
ら
の
記
載
が
、
『
古
書
医
言
』
執
筆
の
、
大
き
な
要
因
を
物
語
る
も
の
で

あ
ろ
う
こ
と
、
既
に
多
言
を
要
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

続
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
増
補
改
訂
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ
な
り
に
重
要
な
書
き
換
え
．
書
き
加
え
が
行
な
わ
れ
て
い
る
諸
書
に
つ
い

て
の
記
載
の
部
分
を
概
観
し
て
み
た
い
。
以
下
、
一
言
ず
つ
順
を
追
っ
て
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

②
『
書
経
』

①
『
周
礼
』

三
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『
春
秋
左
氏
伝
」
か
ら
の
引
用
は
、
『
医
事
古
言
」
に
お
い
て
も
、
も
と
も
と
十
五
則
の
多
き
を
数
え
る
。
や
は
り
、
大
部
の
歴
史
害
で
あ

る
ゆ
え
に
、
医
療
記
事
も
多
く
記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
割
に
は
そ
れ
ら
に
対
す
る
東
洞
の
コ
メ
ン
ト
は
少
な
い
。

「
医
事
古
言
』
に
お
い
て
も
、
凡
そ
十
五
則
の
引
用
文
の
内
、
六
つ
の
そ
れ
に
は
、
東
洞
の
コ
メ
ン
ト
が
な
い
。
取
り
敢
え
ず
引
用
文
の
み
記

載
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
古
書
医
言
』
に
お
い
て
も
こ
の
傾
向
は
同
じ
で
あ
る
。
引
用
文
の
数
は
、
同
一
の
一
項
内
に
ま
と
め
て
引
用
さ
れ
て

い
る
『
管
子
」
や
『
晏
子
春
秋
」
の
も
の
も
含
め
る
と
五
十
九
則
に
増
え
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
東
洞
の
コ
メ
ン
ト
も
、
推
敲
・
考
究
の
跡
が

⑤
「
論
語
」

「
論
語
』
か
ら
の
引
用
文
は
、
「
医
事
古
言
』
に
お
い
て
四
則
見
ら
れ
、
そ
の
コ
メ
ン
ト
も
そ
れ
な
り
に
十
分
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

や
は
り
暖
昧
な
も
の
や
い
ま
だ
不
十
分
な
も
の
が
目
に
付
く
の
に
対
し
、
「
古
書
医
言
」
に
お
い
て
は
、
引
用
文
も
更
に
九
則
に
増
え
、
そ
の

コ
メ
ン
ト
も
非
常
に
詳
し
く
明
確
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
全
て
の
引
用
文
に
対
し
て
、
非
常
に
熱
心
な
考
究
の
跡
が
窺
え
る
。
や
は
り
重

要
な
書
き
加
え
の
ひ
と
つ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「
准
南
子
」
か
ら
の
引
用
は
、
既
に
『
医
事
古
言
』
に
お
い
て
も
十
八
則
の
多
き
を
数
え
、
そ
の
コ
メ
ン
ト
も
、
そ
れ
な
り
に
充
実
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
が
、
や
は
り
い
ま
だ
暖
昧
な
も
の
や
不
的
確
な
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
『
古
書
医
言
」
に
お
い
て
は
、
更
に
そ
れ

が
四
十
七
則
の
多
き
を
数
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
メ
ン
ト
も
時
に
詳
し
く
、
時
に
又
、
簡
潔
に
な
り
、
一
層
の
充
実
が
計
ら
れ
て
い
る
。

も
と
よ
り
引
用
文
・
コ
メ
ン
ト
共
に
、
そ
れ
な
り
に
十
分
な
記
載
で
あ
っ
た
も
の
が
、
『
古
書
医
言
」
に
お
い
て
は
、
引
用
文
が
補
足
さ
れ
、

又
そ
の
コ
メ
ン
ト
も
よ
り
充
実
し
た
も
の
に
書
き
換
え
ら
れ
、
又
、
不
要
な
引
用
文
は
冊
去
さ
れ
、
よ
り
充
実
し
た
内
容
の
記
載
に
な
っ
て

い
つ
。
○

④
『
孔
子
家
語
」

③
『
准
南
子
』

⑥
『
春
秋
左
氏
伝
」
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左
伝
之
文
、
大
同
小
異
、
故
不
枚
挙
、
（
左
伝
の
文
、
大
同
小
異
。
故
に
枚
挙
せ
ず
。
）

等
と
再
三
に
亘
っ
て
繰
り
返
し
発
言
し
て
い
る
。
東
洞
の
『
春
秋
左
氏
伝
』
に
対
す
る
考
え
方
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
も

寧
ろ
文
献
の
改
訂
と
い
う
点
で
注
意
さ
れ
る
べ
き
事
項
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

『
関
尹
子
」
か
ら
の
引
用
文
は
、
『
医
事
古
言
』
九
条
、
『
古
書
医
言
」
六
条
と
、
む
し
ろ
減
っ
て
い
る
。
但
し
、
例
え
ば
「
六
七
篇
」
の
〈
鍼
〉

に
つ
い
て
は
、
『
古
書
医
言
』
に
お
い
て
は
、
『
漢
聿
呈
（
「
五
行
志
」
）
の
引
用
文
の
コ
メ
ン
ト
に
お
い
て
詳
論
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
の
『
古
書

医
言
」
で
の
冊
去
で
あ
り
、
又
、
「
七
釜
篇
」
の
〈
栄
衛
〉
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
『
古
書
医
言
』
の
方
に
お
い
て
、
よ
り
詳
細
に
論
じ
ら
れ

（
７
）

て
い
る
。
内
容
的
に
見
れ
ば
、
更
に
充
実
し
た
改
訂
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
列
子
」
か
ら
の
引
用
は
、
「
医
事
古
言
』
・
『
古
書
医
言
』
と
も
に
十
四
条
と
、
数
の
上
で
は
同
一
で
あ
る
が
、
そ
の
内
の
約
半
数
に
当
る

六
条
が
入
れ
換
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
東
洞
の
コ
メ
ン
ト
も
、
あ
る
い
は
非
常
に
詳
し
く
な
り
、
あ
る
い
は
簡
潔
に
ま
と
め
直
さ

れ
、
十
分
な
改
訂
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

十
分
に
窺
え
る
が
、
や
は
り
全
体
的
に
見
て
、
先
ず
は
『
春
秋
左
氏
伝
』
中
の
医
療
記
事
を
記
載
す
る
こ
と
に
努
め
た
感
は
免
れ
な
い
と
こ

ろ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
東
洞
の
コ
メ
ン
ト
は
、
五
十
九
則
中
二
十
則
に
過
ぎ
な
い
）
。
但
し
、
『
医
事
古
言
』
に
お
い
て
は
一
項
を
設
け
て
記
載

し
て
い
た
「
国
語
」
の
引
用
文
・
コ
メ
ン
ト
や
、
今
こ
こ
に
ま
と
め
て
引
用
さ
れ
て
い
る
「
管
子
」
や
『
晏
子
春
秋
』
の
そ
れ
ら
に
つ
い
て

も
、
「
春
秋
左
氏
伝
」
に
類
似
し
た
記
述
が
あ
る
場
合
、
「
古
書
医
言
』
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
て
『
春
秋
左
氏
伝
』
の

も
、
「
春
秋
左
氏
伝

項
に
記
載
し
直
し
、

此
文
与
左
伝
同
、

と
か
、
あ
る
い
は
更
に

⑧
『
関
尹
子
』

⑦
『
列
子
』

故
不
枚
挙
、
（
此
の
文
左
伝
と
同
じ
。
故
に
枚
挙
せ
ず
。
）
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『
論
衡
」
に
つ
い
て
の
引
用
文
は
、
『
医
事
古
言
』
・
『
古
書
医
言
」
両
害
に
お
い
て
数
の
上
で
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
が
な
い
。
し
か
し
、
内

容
的
に
は
、
さ
し
て
重
要
で
な
い
も
の
三
条
を
冊
去
し
、
か
わ
り
に
四
条
を
あ
ら
た
に
補
足
し
、
更
に
そ
の
コ
メ
ン
ト
に
至
っ
て
は
、
大
い

に
推
敲
を
加
え
、
か
な
り
の
書
き
加
え
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
特
に
「
量
知
篇
」
の
〈
子
路
使
子
兼
為
費
宰
…
…
〉
（
子
路
、
子
兼
を
し
て
費
の

宰
た
ら
し
め
ん
と
す
。
：
…
・
「
論
衡
」
、
「
量
知
篇
」
）
の
一
文
に
対
す
る
『
医
事
古
言
」
か
ら
『
古
書
医
言
」
へ
の
コ
メ
ン
ト
の
書
き
換
え
は
、
東

洞
の
医
学
思
想
を
窺
う
上
で
、
ひ
と
つ
の
重
要
な
資
料
と
な
り
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
『
医
事
古
言
」
に
お
い
て
、
東
洞
は
、
「
量
知
篇
」
の
こ
の
一
文
に
対
し
て
、

『
塩
鉄
論
」
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
分
量
と
し
て
は
、
『
医
事
古
言
」
・
『
古
書
医
言
」
両
害
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
な
い
。
但
し
、

『
医
事
古
言
』
に
お
い
て
別
々
に
引
用
し
て
い
た
引
用
文
を
、
「
古
書
医
言
』
に
お
い
て
は
ひ
と
つ
に
ま
と
め
た
り
、
あ
る
い
は
、
〈
扁
鵲
〉
に

つ
い
て
の
四
つ
の
コ
メ
ン
ト
の
う
ち
二
つ
に
推
敲
を
加
え
、
よ
り
明
快
な
文
章
に
し
、
更
に
も
う
ひ
と
つ
を
冊
去
し
て
、
よ
り
簡
潔
な
記
載

を
目
指
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
前
向
き
な
改
訂
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

理
（
冊
去
）
で
承

⑩
『
塩
鉄
論
」

『
礼
記
」
か
ら
の
引
用
文
も
、
「
古
書
医
言
』
に
お
い
て
は
、
『
医
事
古
言
」
に
比
べ
て
、
大
幅
に
冊
去
さ
れ
て
い
る
。
「
月
令
篇
」
の
引
用

文
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
て
数
え
る
と
、
『
医
事
古
言
』
で
二
十
三
条
あ
っ
た
も
の
が
、
『
古
書
医
言
」
に
至
っ
て
は
、
わ
ず
か
五
条
に
減
っ
て

い
る
。
但
し
『
礼
記
」
の
記
述
は
、
本
来
い
わ
ゆ
る
、
〈
礼
〉
の
一
環
と
し
て
の
〈
医
〉
事
に
つ
い
て
の
そ
れ
で
あ
り
、
一
見
す
る
と
一
種
の

医
療
記
事
と
も
取
れ
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
関
す
る
記
述
で
は
あ
ろ
う
が
、
束
洞
の
関
心
事
と
は
、
い
さ
さ
か
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ

り
、
果
た
し
て
「
医
事
古
言
」
に
お
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
情
に
鑑
み
て
の
整

理
（
冊
去
）
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
ま
こ
と
に
的
確
な
改
訂
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

⑪
『
論
衡
一

⑨
『
礼
記
」
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為
則
日
、
陶
弘
景
言
、
医
者
意
也
、
其
非
也
、
以
是
可
知
美
、
夫
陶
弘
景
学
仙
不
知
疾
医
之
道
也
、
然
後
世
尊
信
此
人
過
於
扁
張
、
所

以
古
今
異
医
道
也
、
（
為
則
曰
く
、
陶
弘
景
言
わ
く
、
医
は
意
な
り
、
と
。
其
の
非
な
る
こ
と
、
是
れ
を
以
て
知
る
べ
き
な
り
。
夫
れ
陶
弘
景
は
仙

を
学
び
て
疾
医
の
道
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
然
し
て
後
世
此
の
人
を
尊
信
す
る
こ
と
扁
・
張
に
過
ぎ
た
り
。
古
今
医
道
を
異
に
す
る
所
以
な
り
。
）

と
述
べ
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
〈
仙
家
医
〉
Ｉ
理
想
的
な
く
疾
医
〉
に
は
か
な
わ
ぬ
ま
で
も
、
最
悪
の
〈
陰
陽
医
〉
よ
り
は
ま
だ
ま
し
だ
と
さ

れ
る
ｌ
の
陶
弘
景
を
非
難
の
対
象
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「
古
書
医
言
』
に
お
い
て
、
東
洞
は
、
こ
の
同
じ
「
量
知
篇
」
の
一
文
に
対
し
て
、

為
則
日
、
後
世
許
氏
日
、
医
者
意
也
、
是
本
出
子
子
華
子
、
而
其
論
之
非
、
已
可
見
於
此
、
（
為
則
曰
く
、
後
世
許
氏
曰
く
、
医
は
意
な
り
、

と
。
是
れ
本
々
子
華
子
に
出
ず
。
而
し
て
其
の
論
の
非
な
る
こ
と
、
已
に
此
に
見
る
べ
し
。
）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
〈
子
華
子
に
出
ず
〉
と
言
う
の
は
、
『
子
華
子
」
の
「
北
宮
意
問
篇
」
に
、

医
者
理
也
、
理
者
意
也
、
薬
者
祷
也
、
紺
者
養
也
、
（
医
は
理
な
り
。
理
は
意
な
り
。
薬
は
浦
な
り
。
梼
は
養
な
り
。
「
子
華
子
」
、
「
北
宮
意
問

と
あ
る
一
句
を
受
け
て
い
る
。
『
子
華
子
』
や
「
論
衡
」
の
原
文
に
つ
い
て
の
東
洞
の
理
解
は
い
さ
さ
か
本
筋
を
外
れ
て
〈
意
〉
・
〈
理
〉
と
い

っ
た
語
彙
に
偏
向
し
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
今
暫
く
措
く
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
理
論
に
走
る
医
家
た

ち
の
こ
と
を
、
東
洞
は
〈
陰
陽
医
〉
と
呼
ん
で
激
し
く
非
難
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
東
洞
の
コ
メ
ン
ト
に
あ
る
く
後
世
許
氏
曰
く
、
：
：
：
〉

の
〈
許
氏
〉
と
は
、
こ
の
『
古
書
医
言
』
（
巻
二
）
に
も
見
え
る
通
り
、
南
宋
の
許
叔
微
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
許
叔
微
こ

そ
は
、
東
洞
の
い
わ
ゆ
る
〈
陰
陽
医
〉
の
流
れ
を
汲
む
典
型
的
な
人
物
な
の
で
あ
っ
た
。

し
て
み
る
と
、
こ
こ
で
東
洞
は
、
『
医
事
古
言
』
の
陶
弘
景
か
ら
『
古
書
医
言
』
の
許
叔
微
へ
と
、
そ
の
非
難
の
対
象
と
し
て
よ
り
ふ
さ
わ

し
い
人
物
へ
と
書
き
換
え
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
『
医
事
古
言
』
を
執
筆
し
て
い
た
当
時
、
東
洞
は
、
い
ま
だ
許
叔
微
の

（
具
体
的
に
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
何
ら
か
の
）
発
言
を
目
に
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
り
あ
え
ず
〈
仙
家
医
〉
の
陶
弘
景
を
挙
げ

篇
L－－
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以
上
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
増
補
改
訂
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ
な
り
に
重
要
な
書
き
換
え
。
書
き
加
え
が
行
な
わ
れ
て
い
る
諸
書
に
つ
い
て

の
記
載
の
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
概
観
し
た
。
更
に
続
い
て
、
「
医
事
古
言
』
に
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
『
古
書
医
言
』
で
は
冊

去
さ
れ
て
い
る
諸
書
に
つ
い
て
の
記
載
に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
こ
れ
を
検
討
し
て
み
た
い
。

思
わ
れ
る

是
非
疾
医
之
論
也
、
然
陶
氏
取
之
、
因
後
世
為
医
恒
言
、
：
：
．
。
（
是
れ
疾
医
の
論
に
非
ざ
る
な
り
。
然
る
に
陶
氏
之
を
取
る
。
因
り
て
後
世
、

医
の
恒
言
と
為
れ
り
。
．
：
…
『
医
事
古
言
』
）

是
陰
陽
医
之
説
、
而
非
疾
医
之
論
也
、
。
：
…
許
叔
微
以
降
、
拠
之
以
為
大
害
疾
医
之
道
、
…
・
・
・
（
是
れ
陰
陽
医
の
説
に
し
て
、
疾
医
の
論
に

非
ざ
る
な
り
。
：
：
：
許
叔
微
以
降
、
之
に
拠
り
て
以
て
大
い
に
疾
医
の
道
を
害
す
る
こ
と
を
為
す
。
：
：
：
「
古
書
医
言
』
、
巻
三

と
い
う
『
医
事
古
言
」
と
「
古
書
医
言
』
に
見
え
る
東
洞
の
両
様
の
コ
メ
ン
ト
に
比
し
て
み
て
も
全
く
同
様
に
看
取
し
う
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。
こ
こ
で
も
又
、
や
は
り
〈
仙
家
医
〉
の
〈
陶
氏
（
弘
景
）
〉
（
冨
事
古
言
」
）
は
〈
陰
陽
医
〉
の
〈
許
叔
微
〉
（
『
古
書
医
言
」
）
に
、
す
な
わ

ち
、
よ
り
適
切
な
人
物
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
医
事
古
言
」
か
ら
『
古
書
医
言
』
へ
の
重
要
な
書
き
換
え
の
一
例
で
あ
る
と

れ
、

て
、
こ
れ
を
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
臨
床
的
な
薬
効
を
抽
象
的
な
く
意
〉
の
次
元
に
お
い
て
〈
理
〉
論
的
に
陳
述
す
る
と
こ

ろ
の
〈
陰
陽
医
〉
を
こ
そ
非
難
の
対
象
と
し
た
い
東
洞
の
本
旨
か
ら
は
い
さ
さ
か
外
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
後
に
許
叔
微
の
こ
と
ば
を

目
に
し
た
東
洞
は
、
こ
の
『
古
書
医
言
』
を
執
筆
す
る
に
当
っ
て
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
書
き
直
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
又
、
こ
の
「
子
華
子
」
、
「
北
宮
意
問
篇
」
の
〈
医
は
理
な
り
。
理
は
意
な
り
。
．
…
：
〉
と
い
う
一
文
に
つ
い
て
の
、
そ
れ
ぞ

「
医
事
古
言
」
に
お
い
て
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
『
古
書
医
言
」
に
至
っ
て
は
冊
去
さ
れ
て
い
る
の
は
、
『
国
語
』
・
『
管
子
』
・
「
周

四
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書
』
。
（
「
詩
経
」
の
）
「
小
雅
」
・
『
寶
誼
新
書
』
・
『
墨
子
」
．
「
白
虎
通
』
・
「
風
俗
通
』
・
『
司
馬
法
」
の
諸
書
で
あ
る
。
内
容
的
に
見
て
も
東
洞
の

医
学
思
想
の
脈
絡
に
お
い
て
、
さ
し
て
重
要
な
も
の
で
な
く
、
既
に
『
医
事
古
言
」
に
お
い
て
さ
え
、
さ
し
た
る
コ
メ
ン
ト
も
付
さ
れ
て
い

な
い
諸
書
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
措
き
、
こ
こ
で
は
、
い
さ
さ
か
付
加
的
な
説
明
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
だ
け
に
つ
い
て
論
及
す
る
。

既
に
『
春
秋
左
氏
伝
」
の
項
に
お
い
て
触
れ
た
通
り
、
『
国
語
』
か
ら
の
引
用
は
、
「
医
事
古
言
』
の
中
で
は
一
項
目
と
し
て
扱
わ
れ
て
い

た
が
、
「
古
書
医
言
」
に
至
っ
て
は
、
不
要
な
も
の
は
全
く
冊
去
さ
れ
、
重
要
で
残
す
べ
き
は
、
「
春
秋
左
氏
伝
」
中
の
同
文
（
た
と
え
ば
『
国

語
」
、
「
晋
語
」
の
〈
文
子
曰
く
、
臣
は
国
家
に
及
ぶ
か
：
：
：
〉
↓
「
春
秋
左
氏
伝
」
、
昭
公
元
年
・
同
、
「
晋
語
」
の
〈
鄭
の
簡
公
、
公
孫
成
子
を
し
て
…
…
〉

↓
同
、
昭
公
七
年
等
）
と
し
て
引
用
し
、
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
『
古
書
医
言
』
に
お
い
て
は
、
「
国
語
』
の
一
項
目
そ
れ
自

体
が
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
管
子
」
は
、
む
し
ろ
前
章
に
お
い
て
、
取
り
上
げ
る
べ
き
一
書
で
あ
り
、
た
し
か
に
、
『
古
書
医
言
』
に
も
〈
管
子
に
曰
く
、
…
…
〉
と

い
う
箇
所
が
あ
る
。
も
と
も
と
「
医
事
古
言
」
に
お
い
て
も
十
分
な
記
載
が
あ
っ
た
も
の
を
、
更
に
推
敲
を
重
ね
、
又
不
要
な
箇
所
を
冊
去

し
、
あ
る
い
は
補
足
を
行
な
っ
て
「
古
書
医
言
」
の
記
載
と
な
っ
て
い
る
。
但
、
書
物
全
体
と
し
て
見
る
と
、
「
管
子
」
の
書
名
は
「
古
書
医

言
』
の
目
録
に
も
挙
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
後
の
『
晏
子
春
秋
」
と
同
列
に
扱
わ
れ
、
最
後
に
〈
左
伝
の
文
、
大
同
小
異
。
故
に
枚
挙
せ

ず
。
〉
と
ま
と
め
て
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
一
応
書
物
と
し
て
の
体
裁
上
は
、
一
項
目
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と

但
し
、
こ
の
部
分
、
山
崎
本
で
は
、
『
春
秋
左
氏
伝
」
も
し
く
は
『
国
語
」
の
あ
と
に
〈
管
子
に
曰
く
・
・
…
・
〉
と
し
て
二
条
が
引
か
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
東
洞
の
コ
メ
ン
ト
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
（
そ
の
あ
と
は
断
絶
し
て
い
て
、
続
き
の
様
子
は
分
か
ら
な
い
。
）
従
っ
て
、
あ
る
い
は
南
涯
・

北
州
の
編
集
の
問
題
も
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
点
は
、
や
は
り
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

見
て
よ
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

①
『
国
語
」

既
に
『
春
郵

②
『
管
子
」
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「
医
事
古
言
」
に
お
い
て
は
二
則
の
引
用
文
が
あ
る
の
み
で
、
コ
メ
ン
ト
と
て
な
い
。
『
古
書
医
言
』
に
至
っ
て
、
そ
れ
ら
二
つ
の
引
用
文

が
ひ
と
つ
に
ま
と
め
ら
れ
、
更
に
詳
細
な
コ
メ
ン
ト
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
意
義
あ
る
加
筆
校
訂
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

『
医
事
古
言
』
に
お
け
る
『
易
経
』
に
つ
い
て
の
記
述
は
全
く
不
十
分
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
『
易
経
』
と
い
う
書
物
の
性
格
上
、
そ
の
中

に
医
学
的
な
記
事
を
見
出
す
こ
と
は
、
む
し
ろ
困
難
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
も
致
し
方
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
但
、
「
古
書
医
言
』

に
至
っ
て
は
、
僅
か
一
則
で
は
あ
る
が
〈
元
妄
〉
の
九
五
の
交
辞
と
「
象
伝
」
が
引
か
れ
、
詳
細
な
コ
メ
ン
ト
が
付
け
加
え
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
よ
り
、
東
洞
が
相
当
の
易
学
の
知
識
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
、
そ
の
点
で
又
、
有
意
義
な
加
筆
が
行
な
わ
れ
た
と
言

い
う
る
で
あ
ろ
う
。

『
医
事
古
言
』
に
は
、
四
条
引
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
束
洞
の
コ
メ
ン
ト
も
な
く
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
引
用
文
で
あ
る
と
も
見
受
け
ら
れ
な

い
。
今
、
「
古
書
医
言
』
に
は
全
く
見
当
ら
な
い
。
但
、
『
漢
書
』
の
項
に
、
『
医
事
古
言
』
に
お
い
て
『
買
誼
新
書
」
か
ら
引
用
し
た
も
の
と

同
一
の
一
文
を
含
む
「
買
誼
伝
」
の
文
章
を
引
い
て
、
〈
…
…
倶
に
疾
医
の
論
に
非
ず
。
〉
と
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ

で
十
分
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

③
「
荘
子
」

②
「
孔
叢
子
」

最
後
に
、
さ

①
『
易
経
』

『
医
事
古
言
』

「
医
事
古
言
』
に
お
い
て
は
、
僅
か
二
則
が
引
か
れ
る
の
み
で
、
コ
メ
ン
ト
も
ほ
と
ん
ど
な
い
に
等
し
い
。
『
古
書
医
言
」
に
至
っ
て
は
、

③
『
實
誼
新
書
」

五

さ
し
て
大
き
な
問
題
は
な
い
に
せ
よ
、

い
さ
さ
か
の
補
足
が
必
要
と
思
わ
れ
る
諸
耆
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
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引
用
文
こ
そ
二
十
二
則
の
多
き
に
亘
っ
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
コ
メ
ン
ト
が
見
ら
れ
な
い
点
で
は
全
く
同
様
で
あ
る
。
最
後
に
ま
と
め
て
、

為
則
日
、
老
子
列
子
荘
子
諸
書
、
錐
間
謂
病
率
尽
警
哺
、
非
疾
医
之
義
、
（
為
則
曰
く
、
老
子
・
列
子
・
荘
子
の
諸
害
、
間
々
に
病
を
謂
う
と

雌
も
、
率
ね
尽
く
臂
哺
な
り
。
疾
医
の
義
に
非
ざ
る
な
り
。
）

と
ひ
と
こ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
「
文
子
」
の
項
に
、
こ
れ
又
ひ
と
こ
と
、

為
則
日
、
道
家
之
論
、
而
疾
医
不
取
、
（
為
則
曰
く
、
道
家
の
論
に
し
て
、
疾
医
は
取
ら
ざ
る
な
り
。
）

と
言
わ
れ
る
の
と
合
わ
せ
て
、
東
洞
の
考
え
方
が
窺
わ
れ
る
項
目
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
医
事
古
言
」
に
お
い
て
は
、
二
つ
あ
っ
た
引
用
文
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
が
、
『
古
書
医
言
』
で
は
、
そ
の
う
ち
ひ
と
つ
が

冊
去
さ
れ
、
あ
ら
た
に
も
う
ひ
と
つ
の
引
用
と
コ
メ
ン
ト
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
但
、
や
は
り
重
要
な
も
の
は
、
既
に
指
摘
し
た
と
こ

ろ
の
「
北
宮
意
問
篇
」
の
引
用
と
、
そ
れ
に
対
す
る
『
医
事
古
言
」
と
『
古
書
医
言
」
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
メ
ン
ト
（
の
推
移
）
で
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
既
に
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。

『
医
事
古
言
』
に
お
い
て
は
長
文
の
引
用
文
一
条
と
、
〈
．
：
：
．
疾
医
の
義
に
非
ず
：
．
…
〉
と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
付
さ
れ
て
い
る
。
『
古
書
医
言
」

に
至
っ
て
は
、
そ
れ
が
要
領
よ
く
簡
潔
に
ま
と
め
て
引
用
さ
れ
、
又
い
ま
ひ
と
つ
の
引
用
文
と
あ
わ
せ
て
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
短
い
コ

メ
ン
ト
ー
要
す
る
に
〈
疾
医
は
取
ら
ざ
る
な
り
〉
Ｉ
が
付
さ
れ
て
い
る
。
『
荘
子
』
の
項
に
お
い
て
も
触
れ
た
通
り
、
東
洞
の
道
家
思
想

に
対
す
る
姿
勢
が
窺
え
る
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

「
医
事
古
言
」
に
お
い
て
は
引
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
が
、
『
古
書
医
言
」
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
潜
夫
論
」
（
二
則
）
・
『
鵤
冠
子
」

（
一
則
）
採
ら
れ
、
そ
れ
な
り
に
有
意
義
な
コ
メ
ン
ト
が
付
さ
れ
て
い
る
。

⑤
『
子
華
子
」

④
「
文
子
一

⑥
「
潜
夫
論
』
・
「
鶉
冠
子
』
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以
上
、
「
医
事
古
言
」
と
の
比
較
に
お
い
て
、
「
古
書
医
言
』
の
文
献
学
的
特
質
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
た
。
「
医
事
古
言
』
の
全
体
は
、
隈

な
く
検
討
さ
れ
て
手
を
加
え
ら
れ
、
引
用
文
は
必
要
に
応
じ
て
詳
し
く
引
用
さ
れ
、
あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ
て
は
冊
去
さ
れ
、
更
に
そ
れ
ら

に
対
す
る
東
洞
の
コ
メ
ン
ト
も
、
厳
密
な
推
敲
が
加
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
よ
り
詳
し
く
、
あ
る
い
は
よ
り
簡
潔
な
も
の
へ
と
校
訂
さ
れ
て
お

り
、
『
古
書
医
言
』
一
書
は
、
い
さ
さ
か
不
十
分
な
出
来
栄
え
で
あ
っ
た
「
医
事
古
言
』
を
改
訂
し
て
出
版
さ
れ
た
、
い
わ
ば
決
定
版
で
あ
っ

た
と
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
古
書
医
言
」
中
に
お
い
て
東
洞
が
引
用
し
、
コ
メ
ン
ト
を
付
け
て
い
る
多
く
の
〃
古
書
″
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
様
々
な
脈
絡
に
お
い
て
重
要

な
書
物
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
ら
〃
古
書
″
の
一
葉
一
葉
を
東
洞
が
隈
な
く
丹
念
に
読
み
続
け
た
結
果
が
、
最
終
的
に
こ

の
『
古
書
医
言
」
一
書
に
お
い
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
但
も
し
こ
こ
で
、
東
洞
の
医
学
思
想
の
観
点
か
ら
、
こ
の
「
古
書
医
言
」

中
で
最
重
要
の
一
書
だ
け
を
、
特
に
『
医
事
古
言
」
か
ら
「
古
書
医
言
』
へ
の
改
訂
の
過
程
を
も
考
え
あ
わ
せ
て
挙
げ
る
と
な
れ
ば
、
そ
れ

は
「
呂
氏
春
秋
』
の
一
言
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
『
黄
帝
内
経
』
は
重
要
な
医
学
書
で
あ
り
、
『
医
事
古
言
」
を
書
き
換
え
る
際
の
、
き
わ
め
て
重
要
な
要
訣
を
な
す
一
言
で
は
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
書
物
自
体
の
重
要
さ
は
、
必
ず
し
も
東
洞
の
医
学
思
想
、
更
に
は
『
古
書
医
言
」
中
の
重
要
性
と
は
一
致
し
な
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
黄
帝
内
経
』
は
、
東
洞
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
あ
く
ま
で
も
、

こ
れ
ら
両
書
も
『
古
書
医
言
」
に
至
っ
て
初
め
て
多
量
に
引
用
さ
れ
．
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
。
既
に
い
さ
さ
か
触
れ
た
通
り
、
内
容
的
に

は
多
岐
に
亘
り
、
様
々
な
引
用
文
・
コ
メ
ン
ト
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
重
要
な
加
筆
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
『
古
書
医
言
』
執

筆
の
中
心
的
課
題
で
あ
っ
た
と
ま
で
は
言
い
切
れ
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

⑦
『
漢
書
」
・
『
後
漢
書
』

こ
れ
ら
両
書
も
『
古
聿
晨

は
多
岐
に
亘
り
、
様
々
な
。

士
口
五
口

，
菜
小
言
、
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…
…
率
陰
陽
医
之
語
、
非
疾
医
之
語
也
、
其
中
間
有
些
一
二
古
語
在
、
：
：
：
（
．
：
：
・
率
ね
陰
陽
医
の
語
に
し
て
、
疾
医
の
語
に
非
ざ
る
な
り
。

其
の
中
、
間
々
に
些
か
一
二
の
古
語
の
在
る
あ
り
。
…
…
「
古
書
医
言
」
、
巻
四
、
〈
黄
帝
内
経
十
八
巻
〉
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
）

と
い
う
通
り
、
そ
の
医
学
思
想
の
根
幹
を
な
す
と
こ
ろ
の
原
典
で
あ
る
と
は
見
倣
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
又
、
『
傷
寒
論
三
書
も
、

東
洞
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
一
言
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
寧
ろ
彼
の
臨
床
面
で
の
拠

り
所
と
し
て
の
重
要
性
で
あ
り
、
や
は
り
そ
の
医
学
思
想
の
面
で
の
淵
源
を
記
述
す
る
原
典
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
傷
寒
論
」
に
つ
い
て
の
、
東
洞
の
次
の
発
言
は
、
こ
の
こ
と
を
十
分
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

…
。
：
読
於
呂
氏
春
秋
、
而
雌
有
獲
於
病
之
大
本
為
一
毒
、
然
未
嘗
獲
其
治
法
也
、
故
孜
孜
汲
汲
、
夜
以
継
日
、
久
之
始
獲
於
傷
寒
論
、

不
知
手
舞
之
足
路
之
、
是
三
代
疾
医
、
治
万
病
一
毒
之
法
也
、
於
是
朝
考
夕
試
、
視
病
之
所
在
、
以
処
其
方
、
信
而
有
徴
、
…
…
於
戯

命
哉
、
由
天
籠
霊
獲
見
此
方
、
此
方
与
呂
氏
春
秋
所
言
同
為
万
病
一
毒
、
其
視
毒
之
所
在
、
以
処
其
方
、
何
病
患
不
治
哉
、
…
…
（
：
．
：
、

呂
氏
春
秋
を
読
み
て
、
病
の
大
本
を
一
毒
と
為
す
こ
と
を
獲
る
こ
と
あ
り
と
雌
も
、
然
る
に
未
だ
嘗
て
其
の
治
法
を
獲
ざ
る
な
り
。
故
に
孜
孜
汲
汲

と
し
て
夜
を
以
て
日
に
継
ぎ
、
之
を
久
し
く
し
て
始
め
て
傷
寒
論
を
獲
た
り
。
手
に
之
を
舞
い
足
に
之
を
路
す
る
を
知
ら
ず
。
是
れ
三
代
の
疾
医
、

万
病
一
毒
の
法
を
治
む
る
な
り
。
是
に
於
て
朝
考
夕
試
、
病
の
所
在
を
視
て
、
以
て
其
の
方
を
処
す
る
に
、
信
に
し
て
徴
あ
り
。
．
．
：
：
於
戯
命
な
る

か
な
。
天
の
寵
霊
に
由
り
て
此
の
方
を
見
る
を
獲
た
り
。
此
の
方
、
呂
氏
春
秋
に
言
う
所
と
同
じ
く
万
病
一
毒
と
為
す
。
其
の
毒
の
所
在
を
視
て
、

以
て
其
の
方
を
処
す
。
何
の
病
患
か
治
せ
ざ
ら
ん
や
。
…
…
「
古
書
医
言
」
、
巻
四
、
〈
傷
寒
論
評
〉
）

そ
し
て
、
彼
の
調
剤
・
薬
功
な
ど
に
つ
い
て
の
臨
床
的
な
記
録
・
見
解
は
、
む
し
ろ
「
薬
徴
」
や
「
類
聚
方
」
等
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で

更
に
「
史
記
』
の
「
扁
鵲
伝
」
や
『
周
礼
』
等
の
諸
言
も
、
た
し
か
に
重
要
な
書
物
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ

ら
も
、
東
洞
が
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
〈
疾
医
〉
の
鑑
と
し
て
尊
崇
す
る
扁
鵲
の
活
躍
ぶ
り
を
伝
え
、
あ
る
い
は
そ
の
〈
疾
医
〉
と
い
う
語
彙
の

典
拠
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
重
要
視
さ
れ
て
い
る
点
で
、
や
は
り
『
呂
氏
春
秋
』
の
重
要
性
に
は
、
一
歩
譲
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

圭
緬
｝
つ
（
》
０
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る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
他
の
諸
書
に
つ
い
て
も
又
、
同
様
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
『
古
書
医
言
」
中
に
お
い
て
、
強
い
て
最
重
要
の
書
物
を
、
特
に
東
洞
の
医
学
思
想
の
観
点
か
ら
ひ

と
つ
だ
け
挙
げ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
『
呂
氏
春
秋
』
で
あ
り
、
そ
の
点
で
又
、
『
医
事
古
言
」
の
改
訂
の
最
重
要
に
し
て
中
心
的
な
る
課
題

を
、
ひ
と
つ
だ
け
（
一
書
だ
け
に
絞
っ
て
）
指
摘
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
『
呂
氏
春
秋
」
の
項
に
手
を
加
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
、
と
言
え

る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

率
汪

（
１
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
中
川
壺
山
（
一
七
七
三
～
一
八
五
○
）
は
、
当
時
の
医
方
の
流
れ
を
、
新
方
と
古
方
と
に
分
類
し
、
更
に

こ
の
古
方
を
擬
古
と
真
古
と
に
分
類
し
て
、
こ
の
真
古
の
筆
頭
に
吉
益
東
洞
を
挙
げ
て
い
る
（
『
医
方
新
古
弁
』
、
巻
上
）
。
壺
山
は
、
た
し
か
に

南
涯
の
門
人
で
は
あ
る
が
、
現
代
の
医
史
学
者
で
あ
る
矢
数
道
明
も
、
こ
の
説
に
添
っ
た
見
解
を
採
っ
て
お
り
（
「
近
世
漢
方
医
学
史
Ｉ
曲
直

瀬
道
三
と
そ
の
学
統
Ｉ
』
、
九
頁
～
、
名
著
出
版
、
東
京
、
一
九
八
二
（
昭
和
五
十
七
年
）
、
妥
当
な
見
解
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
ま
た
、
富
士
川
瀞
「
日
本
医
学
史
』
、
二
九
四
頁
～
・
三
四
二
頁
～
・
三
五
二
頁
～
、
形
成
社
、
東
京
、
一
九
七
二
（
昭
和
四
十
七

年
）
・
大
塚
敬
節
「
漢
方
医
学
」
、
五
八
頁
～
、
創
元
社
、
東
京
、
一
九
五
六
（
昭
和
三
十
一
年
）
等
を
も
参
看
。

（
２
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
富
士
川
の
注
（
一
）
前
掲
書
（
同
前
箇
所
）
・
大
塚
の
注
（
一
）
前
掲
書
（
六
三
頁
～
）
・
同
「
近
世
前
期
の
医
学
」
、

広
瀬
・
中
山
・
大
塚
共
編
「
近
世
科
学
思
想
下
」
、
（
日
本
思
想
大
系
“
）
五
一
二
～
五
四
二
頁
、
岩
波
書
店
、
東
京
、
一
九
七
一
（
昭
和
四

十
六
年
）
・
大
塚
恭
男
「
中
国
医
学
の
伝
統
」
村
上
陽
一
郎
編
「
医
学
思
想
と
人
間
』
、
（
知
の
革
命
史
６
）
六
三
～
九
四
頁
、
朝
倉
書
店
、
東
京
、

一
九
七
九
（
昭
和
五
十
四
年
）
、
等
を
参
看
。

（
３
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
吉
益
東
洞
『
古
書
医
言
』
の
文
献
学
的
考
察
Ｉ
と
く
に
自
筆
原
稿
と
の
校
合
に
よ
っ
て
Ｉ
」
冤
洋
文
化

研
究
所
紀
要
」
第
一
三
六
冊
、
一
～
四
七
頁
、
一
九
九
八
（
平
成
十
年
）
を
参
看
。

（
４
）
「
医
事
古
言
」
と
「
古
書
医
言
』
の
両
害
に
お
い
て
、
体
裁
・
内
容
と
も
に
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
、
あ
っ
て
も
ほ
と
ん

ど
問
題
に
な
ら
な
い
増
補
改
訂
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
の
は
、
『
兀
倉
子
」
・
「
劉
子
新
論
」
・
「
鄙
垳
子
』
・
『
心
卵
経
』
・
「
劉
向
新
書
」
（
以
上
、

『
古
書
医
言
』
に
お
い
て
あ
ら
た
に
加
わ
っ
た
も
の
）
、
「
詩
経
」
（
「
大
雅
」
）
・
「
陸
寶
新
語
」
・
『
春
秋
繁
露
」
・
「
韓
詩
外
伝
」
・
『
楊
子
法
言
』
・
「
申
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鑿
」
・
『
中
論
』
・
『
老
子
」
・
「
参
同
契
」
・
『
鬼
谷
子
』
（
以
上
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
の
な
い
も
の
）
等
の
諸
典
籍
に
つ
い
て
の
記
述
部
分
で
あ
る
。

（
５
）
以
下
、
東
洞
の
著
作
の
引
用
は
、
原
則
と
し
て
全
て
呉
秀
三
・
富
士
川
瀞
共
編
「
東
洞
全
集
」
、
思
文
閣
、
京
都
、
一
九
一
八
（
大
正
七
年
）

に
よ
る
。
他
の
諸
本
に
よ
っ
て
時
に
い
さ
さ
か
校
勘
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
あ
ら
た
め
て
注
記
し
な
い
。
又
、
『
医
事
古
言
』
は
、
と
り
あ
え
ず

文
化
二
（
一
八
○
五
）
年
版
を
使
う
。
但
し
、
こ
の
刊
本
に
は
甚
だ
し
い
錯
簡
が
あ
る
。
今
そ
れ
を
調
整
し
な
お
し
た
上
で
底
本
と
し
て
使
用

す
る
。
文
字
そ
の
も
の
に
は
問
題
は
な
い
。
な
お
又
、
引
用
は
、
先
ず
原
（
漢
）
文
を
挙
げ
、
続
け
て
そ
の
書
き
下
し
文
を
添
え
る
。
そ
の
際
、

原
（
漢
）
文
の
漢
字
は
、
で
き
る
だ
け
常
用
漢
字
に
直
し
て
表
記
し
、
又
、
返
り
点
・
送
り
仮
名
は
付
け
な
い
も
の
と
す
る
。

（
６
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
槁
「
『
呂
氏
春
秋
』
中
に
見
え
る
中
国
古
代
医
学
思
想
に
関
す
る
吉
益
東
洞
の
論
評
に
つ
い
て
１
１
吉
益
東
洞
吾

害
医
言
」
中
の
、
特
に
『
呂
氏
春
秋
」
の
項
を
中
心
に
ｌ
」
『
研
究
紀
要
』
第
四
六
号
、
二
三
～
三
六
頁
、
一
九
九
三
（
平
成
五
年
）
・
弓
呂

氏
春
秋
」
に
見
え
る
中
国
古
代
の
医
学
思
想
と
吉
益
東
洞
の
病
理
学
的
思
惟
１
１
士
口
益
東
洞
『
古
書
医
言
」
に
お
け
る
『
呂
氏
春
秋
』
の
項
の

第
一
則
お
よ
び
第
二
則
を
中
心
に
Ｉ
」
霞
学
研
究
」
第
三
三
号
、
一
二
～
四
四
頁
、
一
九
九
五
（
平
成
七
年
）
等
を
参
看
。

（
７
）
た
だ
し
、
こ
の
箇
所
に
は
山
崎
本
の
記
載
も
残
っ
て
お
り
、
い
さ
さ
か
問
題
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
注
（
３
）

前
掲
拙
稿
を
参
看
。

（
日
本
大
学
文
理
学
部
）



AComparisonofKos/io-Ige"(古書医言)and"j-Koge"(医事古言）
WrittenbyYOSHIMASU,Todo(吉益東洞):AimedatClarifying

thePhilologicalFeaturesofKosho-Ige".

MasamiTATENO

YOSHIMASU,TodowasoneofthegreatestmedicalpractitionersoftheKoiho古医方

schoolintheEdo江戸era・Therehavebeenmanystudiesonhismedicalpracticesfromthe

viewpointofmedicalscience.

However,therehavehardlybeenanystudiesonhisphilosophyofmedicine,particularly

throughhisgreatwritingKos/i0-"",thoughitwouldsurelyhavebeenthecoreofhisphilosophy
ofmedicine.Furthermore,wecouldhardly6ndanystudiesonthisgreatbookitself,thoughwe

dohavesomereferentialmaterials.

Thispaperclarifiesthephilologicalsignificanceofthisbookthroughacomparisonwiththe

descriptionsin〃ﾉ-KOge",whichisanincompletepilotversionofKos/io"e".

IreachedonepossibleconclusionthatoneofthecoremotivesofTodo'swritingKos伽-増e〃

wastogivemuchmoreprecisedelineationofthemedicaldescriptioninRyos"-S"""iy"呂氏春

秋astheoriginofhistheoryofMambyoichidokusetsu万病一毒説

（
三
富
）
帥
寸
冊
抑
等
鰕
槌
禦
朴
忠
幽
持
、
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［
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