
日本医史学雑誌第53巻第2号（2007）285

国
学
者
と
し
て
名
声
の
高
い
本
居
宣
長
（
一
七
三
○
・
六
・
一
二
’
一
八
○
一
・
十
一
・
五
）
の
基
本
思
想
の
一
つ
は
「
物
の
ぁ
は

れ
」
で
あ
ろ
う
。
本
思
想
に
関
し
て
は
既
に
多
く
の
論
孜
が
発
表
さ
れ
て
お
り
、
一
方
で
医
師
と
し
て
の
宣
長
を
論
じ
た
論
文
も
見
ら

（
１
１
，
，
戸
】
）

れ
る
が
、
「
物
の
あ
は
れ
」
の
論
拠
と
し
て
、
宣
長
の
臨
床
経
験
に
基
づ
く
医
学
思
想
を
取
り
上
げ
た
説
は
渉
猟
し
た
限
り
見
あ
た
ら
な

い
。
つ
ま
り
「
物
の
あ
は
れ
」
の
発
想
を
育
て
る
上
で
宣
長
の
医
師
と
し
て
の
経
験
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

引
用
資
料
の
「
全
集
」
と
は
筑
摩
書
房
版
一
本
居
宣
長
全
集
」
で
あ
る
。
「
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
」
は
全
集
版
と
共
に
「
版
本
文
庫
２
、

寛
政
十
一
年
刊
受
須
能
耶
版
」
の
早
坂
禮
吾
翻
刻
（
国
言
刊
行
会
、
昭
和
四
十
九
年
刊
）
も
用
い
た
。
『
不
壼
言
」
は
新
日
本
古
典
文
学

大
系
第
九
十
九
巻
（
岩
波
書
店
、
二
千
年
刊
）
を
用
い
た
。

い
。
つ
ま
り
「
物
の
あ
は
れ
」

の
が
本
小
論
の
趣
旨
で
あ
る
。

「
物
の
あ
は
れ
」
孜

ｌ
舜
庵
・
本
居
宣
長
の
医
学
思
想
と
の
関
わ
り
か
ら
Ｉ

耗
薙
罎
噂
筈
吐
一
一
一
裳
澪
平
成
十
九
年
一
月
十
六
日
受
付
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伊
勢
松
阪
の
旧
家
、
木
綿
問
屋
小
津
家
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
が
、
父
の
代
に
手
代
の
た
め
に
資
産
を
失
っ
た
。
母
・
勝
子
の
明

察
は
宣
長
の
商
人
た
る
性
格
で
な
い
こ
と
を
見
抜
き
、
学
者
と
し
て
の
天
分
を
生
か
す
べ
く
、
さ
ら
に
そ
の
生
活
の
基
を
築
く
た
め
に

医
師
に
な
る
こ
と
を
勧
め
た
。
宣
長
の
「
家
の
む
か
し
物
語
」
〈
全
集
第
二
十
巻
）
に
は
、
「
宝
暦
元
年
、
此
の
時
江
戸
の
店
は
…
皆
す

で
に
な
く
な
り
て
…
惠
勝
大
姉
〈
注
、
母
か
つ
）
み
づ
か
ら
家
の
事
を
は
か
ら
ひ
給
ふ
に
、
跡
つ
ぐ
彌
四
郎
（
注
、
後
の
宣
長
）
あ
き

な
ひ
の
す
ぢ
に
は
う
と
く
て
、
た
だ
書
を
よ
む
こ
と
を
の
み
こ
の
め
ば
、
今
よ
り
後
、
商
人
と
な
る
と
も
、
事
ゆ
か
じ
、
又
家
の
資
も
、

隠
居
家
の
店
お
と
ろ
へ
ぬ
れ
ば
、
ゆ
く
さ
き
う
し
ろ
め
た
し
、
…
然
れ
ば
彌
四
郎
は
、
京
に
の
ぼ
り
て
学
問
を
し
、
く
す
し
に
な
ら
む

こ
そ
よ
か
ら
め
、
と
ぞ
お
ぼ
し
お
き
て
給
へ
り
け
る
」
と
あ
る
。

ま
た
京
都
留
学
中
に
こ
の
母
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
手
紙
の
一
つ
に
「
随
分
随
分
無
事
に
て
、
心
つ
よ
く
思
い
、
外
の
義
に
心
う
つ
し
不

申
、
唯
唯
一
筋
に
竪
者
の
方
心
が
け
、
申
す
ま
で
は
無
く
候
へ
ど
も
、
人
間
心
一
筋
を
つ
よ
く
、
道
々
を
専
一
に
可
被
成
候
」
と
あ
る

を
見
て
も
、
慈
愛
あ
ふ
れ
る
中
に
も
厳
し
さ
を
含
ん
だ
母
の
思
い
が
宣
長
の
学
問
・
医
の
修
練
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
十
分

推
測
で
き
よ
う
。
更
に
宣
長
の
医
療
に
対
す
る
基
本
姿
勢
は
、
「
家
で
講
義
を
し
て
い
る
途
中
で
も
、
往
診
を
頼
ん
で
く
る
人
が
い
れ
ば
、

－
３
）

一
人
の
生
命
に
か
か
る
事
で
あ
る
か
ら
、
暫
し
御
免
を
蒙
る
」
と
中
座
し
て
病
家
に
赴
き
、
帰
っ
て
く
れ
ば
ま
た
講
義
を
続
け
ら
れ
た
」

と
い
う
言
い
伝
え
か
ら
も
理
解
で
き
る
。

そ
も
そ
も
医
療
に
お
い
て
最
も
大
切
な
こ
と
は
知
識
“
技
術
以
上
に
、
病
気
に
苦
し
む
患
者
へ
の
思
い
や
り
で
あ
ろ
う
。
「
医
は
仁
術
」

と
い
う
古
諺
は
当
に
そ
の
こ
と
を
云
っ
て
い
る
。
私
は
仁
と
恕
を
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。
「
恕
と
は
、
ま
ど
こ
ろ
に
よ
る
他
人
へ
の

思
い
や
り
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
己
を
愛
す
る
が
如
く
他
人
も
愛
す
る
こ
と
」
、
「
仁
と
は
、
人
間
の
自
然
な
愛
情
に
基
づ
い
た
、
ま
ど
こ
ろ

の
徳
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
恕
の
感
情
に
基
づ
き
、
天
地
自
然
界
の
生
き
と
し
生
け
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
憐
れ
み
愛
す
る
心
で
あ
る
」
と
。

一
、
宣
長
の
医
歴
に
関
わ
る
こ
と
ど
も
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様
々
な
古
典
・
和
歌
を
学
ぶ
こ
と
で
豊
か
な
感
性
を
築
き
上
げ
て
き
た
宣
長
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
開
業
し
実
際
多
く
の
患
者
を
診
療

す
る
過
程
で
、
自
分
の
医
学
知
識
・
技
術
の
乏
し
さ
に
悩
み
つ
つ
、
時
に
は
患
者
の
死
を
看
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
ろ
う
こ
と
は

十
分
推
測
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
状
況
の
中
で
医
師
が
考
え
る
こ
と
は
、
少
し
で
も
患
者
に
生
き
る
希
望
を
与
え
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
は
仁
恕
の
心
か
ら
発
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
宣
長
は
「
物
の
あ
は
れ
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
、
そ
の
言
葉
の

持
つ
意
味
を
幅
広
く
解
釈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
な
ほ
い
は
ば
、
儒
仏
の
教
と
は
、
お
も
む
き
か
は
り
て
こ
そ
あ
れ
、
物

の
あ
は
れ
を
知
る
と
い
う
こ
と
を
、
お
し
ひ
ろ
め
な
ば
、
身
を
を
さ
め
、
家
を
も
国
を
も
治
む
べ
き
道
に
も
、
わ
た
り
ぬ
く
き
也
。
人

の
お
や
の
、
子
を
思
ふ
心
し
わ
ざ
を
、
あ
は
れ
と
思
ひ
し
ら
ぱ
、
不
孝
の
子
は
よ
に
あ
る
ま
じ
く
、
民
の
い
た
つ
き
、
奴
の
つ
と
め
を
、

あ
は
れ
と
お
も
ひ
し
ら
む
に
は
、
よ
に
不
仁
の
君
は
あ
る
ま
じ
き
を
、
不
仁
な
る
君
不
孝
な
る
子
も
、
よ
に
あ
る
は
、
い
ひ
も
て
ゆ
け

ば
、
も
の
の
あ
は
れ
を
知
ら
ね
ば
ぞ
か
し
」
と
い
う
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
」
〈
全
集
第
四
巻
）
二
の
巻
「
な
ほ
お
ほ
む
ね
」
に
あ
る
言

か
ら
ご
こ
る

葉
は
、
い
わ
ゆ
る
漢
意
を
越
え
た
大
和
言
葉
と
し
て
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
同
じ
発
想
か
ら
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

宝
暦
五
年
三
月
三
日
、
名
を
宣
長
と
改
め
、
春
庵
〈
或
い
は
舞
庵
、
宝
暦
九
年
秋
頃
よ
り
は
舜
庵
）
と
号
し
た
が
、
開
業
前
（
宝
暦

あ
し
わ
け
お
ぶ
れ

六
年
）
に
著
し
た
『
排
蘆
小
舟
』
に
は
殆
ど
こ
の
「
物
の
あ
は
れ
」
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
開
業
後
六
年
を
経

三
一
三
』
め
こ
と

過
し
た
宝
暦
十
三
年
に
著
き
れ
た
『
石
上
私
淑
言
」
に
は
「
物
の
あ
は
れ
」
が
多
数
記
さ
れ
て
い
る
事
実
か
ら
も
納
得
し
う
る
。
そ
の

意
味
に
お
い
て
宣
長
の
医
療
に
対
す
る
基
本
思
想
の
認
識
が
高
ま
っ
て
か
ら
付
け
ら
れ
た
「
舜
庵
」
を
本
稿
で
は
用
い
た
い
。

で
は
宣
長
の
医
学
に
お
け
る
学
問
軌
跡
の
概
略
を
見
て
み
よ
う
ｃ

宝
暦
二
（
一
七
五
三
年
、
京
都
の
儒
者
と
し
て
名
高
い
堀
景
山
の
門
に
入
り
、
儒
学
を
学
ん
だ
。
更
に
宝
暦
三
年
よ
り
堀
元
厚
に

入
門
し
『
霊
枢
」
、
『
素
問
」
、
一
局
方
発
揮
」
、
運
気
論
な
ど
の
講
義
を
受
け
た
。
堀
元
厚
は
折
衷
派
の
曲
直
瀬
玄
朔
の
弟
子
饗
庭
東
庵
の

流
れ
を
受
け
た
、
い
わ
ゆ
る
後
世
家
別
派
に
属
す
る
医
師
で
あ
る
。
富
士
川
勝
が
『
日
本
医
学
史
」
で
こ
の
グ
ル
ー
プ
を
「
劉
医
方
」

と
名
付
け
、
金
の
劉
完
素
の
学
を
伝
え
る
も
の
と
規
定
し
た
が
、
こ
れ
は
誤
解
で
あ
り
、
劉
氏
と
は
実
際
は
運
気
論
を
説
い
た
劉
温
奇
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（
４
）

で
あ
る
。
彼
ら
の
医
学
は
中
国
伝
統
医
学
の
理
論
を
詳
し
く
確
実
な
形
で
把
握
し
た
が
、
そ
こ
に
は
解
剖
学
的
臓
脈
の
否
定
が
あ
り
、

吾
山
）

「
精
神
気
血
営
は
五
臓
の
本
に
し
て
、
肝
心
脾
肺
腎
と
い
う
は
末
な
り
」
と
い
い
、
根
源
と
し
て
の
気
の
重
視
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
後

述
す
る
宣
長
の
唯
一
の
医
論
で
あ
る
「
藤
文
輿
が
肥
へ
還
る
を
送
る
の
序
」
（
全
集
第
十
八
巻
「
詩
文
稿
」
の
中
に
あ
り
。
詳
細
は
後
述
）

に
も
明
か
で
あ
る
。
宣
長
の
師
で
あ
る
堀
元
厚
の
著
書
『
燧
輸
通
孜
」
に
は
堀
景
山
の
賊
が
見
ら
れ
、
二
人
の
師
同
士
の
交
友
が
示
唆

（
６
）

（
７
）

ち
か
ご
ろ

さ
れ
る
。
そ
の
内
容
（
原
漢
文
を
意
舞
）
は
「
含
燧
輸
通
孜
」
を
著
す
に
あ
た
り
）
先
頃
（
属
）
私
は
一
言
を
需
め
ら
れ
た
。
私
は
素
よ

り
医
理
に
は
闇
い
の
だ
が
、
君
は
私
と
常
に
交
際
〈
雅
勝
）
し
て
お
り
且
つ
同
族
で
も
あ
る
。
誼
み
か
ら
断
る
〈
峻
拒
）
わ
け
に
も
い

す
く
な

か
な
い
。
後
世
に
は
、
道
を
略
（
Ⅱ
治
）
め
、
能
く
経
肱
Ｔ
穴
）
を
知
る
（
者
）
鮮
く
、
い
つ
も
（
諏
）
妄
り
に
攻
め
達
し
よ
う
と

す
る
。
故
に
〈
所
以
）
古
と
そ
む
き
あ
う
の
で
、
十
全
に
攻
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
か
く
の
ご
と
し
（
云
爾
ご
と
、
宣
長
が
「
藤
文

輿
が
肥
へ
還
る
を
送
る
の
序
」
に
書
い
た
も
の
と
同
じ
く
、
当
時
の
医
師
の
努
力
が
足
り
な
い
こ
と
を
歎
い
て
お
り
、
宣
長
の
こ
の

「
序
」
の
内
容
が
二
人
の
師
匠
の
考
え
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

宣
長
は
堀
元
厚
か
ら
医
学
古
典
を
学
び
つ
つ
内
科
医
と
し
て
の
修
練
を
積
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
元
厚
が
宝
暦
四
年
一
月
に
死
去
し

て
か
ら
、
同
年
五
月
に
宣
長
は
小
児
科
医
と
し
て
有
名
な
武
川
幸
順
に
師
事
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
宣
長
は
小
児
科
医
で
あ
る
と
も
言

わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
診
療
記
録
『
濟
世
録
」
を
み
て
も
内
科
の
患
者
も
多
数
診
て
お
り
、
武
川
に
師
事
し
た
こ
と
は
、
小
児
科
の

手
だ
て
も
学
ぶ
こ
と
で
診
療
の
幅
を
広
げ
る
た
め
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

在
京
中
に
ま
と
め
ら
れ
た
処
方
集
と
も
云
う
べ
き
『
折
肱
録
」
に
は
「
張
仲
景
傷
寒
論
摘
方
」
と
し
て
桂
枝
湯
以
下
八
十
九
処
方
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
生
薬
名
は
略
記
さ
れ
て
お
り
、
官
〈
桂
）
、
余
（
埼
薬
）
、
卑
（
麻
黄
）
、
走
（
附
子
）
な
ど
で
あ
る
。
次
い
で
「
同

金
置
要
略
摘
方
」
と
し
て
痙
混
喝
病
に
は
括
楼
桂
枝
湯
以
下
九
処
方
、
百
合
狐
惑
陰
陽
毒
病
に
は
百
合
知
母
湯
以
下
九
処
方
が
列
記
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
眼
科
秘
書
」
．
本
堂
家
方
抜
粋
」
と
続
き
、
終
わ
り
に
「
方
剤
歌
」
、
さ
ら
に
「
鴦
口
瘡
伝
薬
」
「
消
脹
丸
」

「
癖
癬
浴
湯
方
」
「
屠
蘇
」
「
延
壽
反
魂
丹
」
「
奇
應
丸
」
な
ど
家
伝
薬
と
思
わ
れ
る
処
方
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
の
こ
の
「
方
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（
８
）

剤
歌
」
は
後
に
五
十
四
首
か
ら
成
る
浄
書
本
と
し
て
明
和
三
年
頃
に
ま
と
め
ら
れ
た
。

宝
暦
七
年
九
月
に
堀
景
山
が
死
去
し
、
こ
れ
を
機
に
宣
長
は
帰
郷
を
決
意
し
、
十
月
六
日
に
松
阪
に
帰
り
、
早
く
も
翌
日
に
は
自
宅

因
人
因
地
の
言
葉
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
、
気
候
が
健
康
状
態
に
大
き
な
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
寒
冷
気
候
を
背
景

と
し
て
、
漢
代
に
張
仲
景
に
よ
り
狭
義
の
傷
寒
病
へ
の
対
応
を
記
し
た
『
傷
寒
論
』
が
、
唐
宋
代
の
気
候
温
暖
化
に
伴
う
温
病
系
統
の

（
，
）

流
行
に
対
応
す
る
た
め
に
、
宋
代
に
大
幅
な
書
き
換
え
が
行
わ
れ
、
宋
板
『
傷
寒
論
』
と
し
て
著
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
発
表

し
た
。
し
か
も
日
中
両
国
に
お
い
て
余
り
流
布
し
な
か
っ
た
こ
の
宋
板
「
傷
寒
論
』
系
統
の
本
を
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
宣
長
の
師
の
堀

元
厚
の
師
匠
で
あ
る
饗
庭
東
庵
が
『
張
卿
子
集
注
傷
寒
論
」
二
六
五
九
年
刊
）
と
し
て
江
戸
時
代
に
刊
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ

本
耆
は
残
念
な
が
ら
文
献
考
証
学
的
に
は
誤
謬
が
多
い
と
い
う
。
い
つ
ぽ
う
饗
庭
東
庵
の
師
で
あ
る
曲
直
瀬
玄
朔
ら
に
よ
り
、
一
六
二

○
年
代
に
日
本
最
古
の
『
注
解
傷
寒
論
」
系
統
の
古
活
字
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
で
、
宣
長
が
い
ず
れ
を
読
ん
で
い
た
か
確
認
す
る

で
開
業
し
た
と
い
う
ｃ

宋
板
『
傷
寒
論
」
と
は
、
一
○
五
七
年
に
宋
政
府
の
命
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
校
正
医
書
局
で
、
宋
代
に
存
在
し
て
い
た
種
々
の
『
傷

寒
論
」
を
参
看
し
な
が
ら
、
林
億
等
の
儒
官
達
が
一
○
六
五
年
に
編
集
し
た
も
の
で
あ
り
、
諸
本
に
よ
る
条
文
の
相
違
な
ど
は
小
字
注

な
ど
の
形
で
注
記
さ
れ
て
い
る
。
い
つ
ぽ
う
成
無
已
に
よ
り
著
さ
れ
た
「
注
解
傷
寒
論
」
二
一
四
四
年
刊
行
）
は
、
そ
の
元
本
で
あ
る

宋
板
「
傷
寒
論
」
の
簡
略
本
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
小
字
注
を
総
て
削
除
し
、
ま
た
可
不
可
篇
条
文
の
多
く
を
削
除
し
て
い
る
な
ど
、
宋

板
「
傷
寒
論
」
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
版
本
で
は
あ
る
。
た
だ
基
本
的
な
病
理
観
は
一
致
し
て
お
り
、
い
ず
れ
を
学
ん
だ
と
し
て
も
同

様
の
認
識
を
持
つ
は
ず
で
あ
る
が
、
た
だ
宋
板
「
傷
寒
論
」
が
漢
代
と
異
な
る
気
候
を
背
景
と
し
て
著
さ
れ
た
温
病
（
広
義
の
傷
寒
に

必
要
が
あ
る
か

二
、
宣
長
在
世
中
の
気
候
に
つ
い
て
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属
す
る
）
系
統
の
本
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
問
題
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
宣
長
記
念
館
所
蔵
資
料
を
見
る
と
、
香
川
修
庵
の
『
傷
寒
論
」
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
是
は
『
小
刻
傷
寒
論
」
二
七
一
五
年

初
版
）
で
あ
り
、
本
書
は
成
無
已
『
注
解
傷
寒
論
』
を
底
本
に
宋
板
で
校
正
し
た
も
の
だ
が
、
相
互
に
異
同
が
多
く
、
校
勘
が
示
さ
れ

（
Ⅱ
）

て
い
な
い
と
い
う
。
同
所
蔵
本
の
中
で
興
味
深
い
の
は
、
『
温
疫
論
』
二
六
四
二
年
刊
、
呉
有
性
）
と
い
う
温
病
の
本
が
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
当
時
見
る
こ
と
が
出
来
た
宋
板
系
統
の
『
傷
寒
論
」
は
、
気
候
史
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
温
病
に
対
応
す
る

も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
う
い
っ
た
認
識
は
当
時
無
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
興
味
深
い
手
紙
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
五
十
六

歳
の
時
〈
天
明
五
年
九
月
）
の
小
篠
敏
宛
書
簡
《
全
集
第
十
七
巻
）
に
一
温
疫
論
」
に
つ
い
て
「
（
本
警
耆
を
貴
方
は
）
奇
々
妙
々
に
思

わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
甚
だ
心
得
違
い
で
あ
っ
て
、
右
の
書
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
の
症
に
符
合

い
た
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
是
を
信
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
髻
の
愚
昧
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
こ
と
は

も
っ
と
議
論
す
べ
き
こ
と
で
し
ょ
う
。
ま
た
其
の
薬
方
も
益
が
あ
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
工
夫
す
べ
き
こ
と
で
す
。
」

こ
の
よ
う
に
宣
長
も
『
傷
寒
論
」
を
漢
代
に
著
さ
れ
た
版
本
と
同
じ
く
狭
義
の
傷
寒
に
対
応
す
る
書
籍
と
見
な
し
て
い
た
た
め
か
ど
う

か
は
不
明
だ
が
、
温
病
に
対
応
す
べ
き
『
温
疫
論
』
を
読
ん
で
い
た
も
の
の
、
詳
細
は
不
明
だ
が
批
判
的
評
価
を
与
え
て
い
る
。
実
際

の
彼
の
温
病
に
対
す
る
治
法
は
不
明
で
あ
り
、
こ
の
意
見
を
踏
ま
え
れ
ば
、
彼
が
温
病
系
統
の
疾
患
に
対
し
如
何
な
る
対
処
を
し
て
い

た
か
興
味
惹
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

次
に
「
物
の
あ
は
れ
」
論
形
成
に
大
き
く
関
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
、
臨
床
医
と
し
て
の
基
礎
固
め
の
時
期
の
気
候
や
疫
病
の
流
行
が
ど
の

（
Ⅲ
）

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
検
討
す
る
た
め
に
、
当
時
の
気
候
史
を
調
べ
た
。
当
時
流
行
し
て
い
た
外
感
病
が
、
狭
義
の
傷
寒
に
相
当
す

る
の
か
、
そ
れ
と
も
温
病
の
治
法
が
適
応
し
た
か
を
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
併
せ
て
宣
長
の
『
日
記
」
（
全
集
、
第
十
六
巻
）
を
参
照
し
た
。

医
療
日
記
で
あ
る
『
濟
世
録
」
は
、
安
永
七
二
七
七
九
）
年
以
降
の
も
の
で
、
今
回
の
検
討
対
象
時
期
よ
り
遅
く
該
当
し
な
い
。

本
題
に
入
る
前
に
宣
長
も
学
ん
だ
運
気
論
に
触
れ
て
お
こ
う
。
五
運
と
六
気
を
組
み
合
わ
せ
て
、
気
候
気
象
や
気
候
と
医
学
現
象
の
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関
連
性
を
説
明
す
る
学
問
で
あ
り
、
天
・
地
と
人
と
の
関
連
を
述
べ
る
と
も
云
い
う
る
。
基
本
的
に
干
支
に
対
応
す
る
た
め
に
六
○
年

の
周
期
性
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
年
の
六
季
の
正
常
な
気
候
推
移
の
規
律
を
説
明
す
る
「
主
気
」
と
、
異
常
な
気
候
変
化
を
説
明

す
る
「
客
気
」
の
推
移
を
見
る
の
が
本
来
の
姿
で
あ
る
。
で
は
以
下
に
宣
長
の
医
歴
と
対
照
さ
せ
な
が
ら
気
候
変
化
を
見
て
い
こ
う
。

開
業
の
年
〈
宝
暦
七
、
一
七
五
七
年
）
の
特
記
す
べ
き
気
象
を
列
記
す
る
と
「
四
月
東
海
道
関
東
奥
羽
諸
国
洪
水
、
五
月
加
賀
美
濃

尾
張
近
江
洪
水
、
七
月
関
東
中
国
諸
国
洪
水
。
五
七
月
筑
前
不
雨
。
六
月
紀
伊
降
雪
雷
。
北
海
道
少
雪
」
、
翌
宝
暦
八
年
は
「
因
幡
不

雪
。
八
月
越
中
洪
水
」
、
『
日
記
」
に
よ
る
と
五
月
末
か
ら
六
月
上
旬
に
大
雨
、
大
水
の
記
述
が
有
る
。

宝
暦
九
年
は
「
因
幡
暖
冬
寡
雪
。
閏
七
月
陸
奥
・
八
月
摂
津
洪
水
」
、
『
日
記
」
で
は
「
今
春
以
来
四
月
ま
で
旱
多
く
雨
少
な
く
乾
き
、

春
の
雨
乞
い
は
珍
し
い
」
と
記
す
。
宝
暦
十
年
は
「
四
～
八
月
江
戸
山
城
旱
越
」
、
『
日
記
」
で
は
五
月
二
十
一
日
に
「
今
年
、
水
無
く
百

姓
田
植
え
に
難
儀
。
時
々
雨
は
降
る
も
の
の
水
無
し
。
今
に
至
る
も
田
植
え
出
来
な
い
処
も
あ
っ
た
の
に
、
昨
日
よ
り
今
日
ま
で
雨
が
降

り
田
植
え
が
出
来
て
い
る
」
と
旱
の
状
況
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
二
年
は
温
病
の
流
行
が
示
唆
さ
れ
る
気
候
で
あ
っ
た
こ
と
が
解
る
。

宝
暦
十
二
年
は
「
三
月
飛
騨
大
雪
。
五
～
六
月
諸
国
旱
越
」
、
『
日
記
」
で
は
一
、
二
月
、
三
月
初
め
ま
で
「
余
寒
甚
だ
し
」
の
記
述
多
く
、

九
月
上
旬
以
後
大
雨
の
記
録
多
く
「
今
月
二
十
日
夜
、
宇
治
大
水
、
百
年
来
未
曾
有
の
由
。
鳥
羽
磯
辺
の
あ
た
り
も
大
水
」
、
そ
し
て
年

末
に
「
今
年
冬
と
寒
中
の
寒
気
殊
に
甚
だ
し
く
、
立
春
以
後
寒
気
緩
む
」
と
、
傷
寒
の
流
行
が
示
唆
さ
れ
る
状
況
で
あ
る
。

明
和
二
二
七
六
五
）
年
は
「
四
～
七
月
奥
羽
諸
国
旱
越
。
四
月
山
城
尾
張
江
戸
・
五
月
加
賀
大
雨
洪
水
」
、
『
日
記
』
で
は
「
五
月
ｔ

旬
と
利
月
中
大
暑
」
「
六
月
土
用
中
暑
気
緩
む
、
残
暑
に
至
り
甚
だ
し
」
、
そ
し
て
年
末
に
は
「
今
冬
寒
気
大
概
、
末
に
至
り
緩
み
、
立
春

後
寒
厳
し
く
、
総
体
風
少
な
し
」
と
、
気
候
変
動
の
激
し
い
年
で
あ
っ
た
こ
と
が
解
る
。
翌
明
和
三
年
は
「
六
～
八
月
近
畿
以
西
旱
紘
。

関
東
霧
雨
洪
水
。
六
月
加
賀
江
戸
大
雨
洪
水
」
、
『
日
記
」
で
は
正
月
九
日
に
「
巳
刻
前
よ
り
雪
、
晩
に
い
た
り
積
雪
一
尺
三
四
寸
、
或
い

は
二
尺
。
こ
の
如
き
雪
予
未
だ
か
っ
て
見
ざ
る
也
、
夜
に
入
り
て
も
尚
止
ま
ず
」
、
一
、
二
の
月
末
に
は
「
今
月
余
寒
甚
だ
し
」
と
記
し
、

六
月
に
は
雷
の
記
載
日
が
十
一
日
に
及
ん
で
い
る
。
年
末
に
は
「
寒
気
は
小
寒
の
間
厳
し
く
、
大
寒
に
い
た
り
緩
む
」
と
あ
る
。
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明
和
四
年
は
「
四
、
六
月
は
筑
前
筑
後
に
、
七
月
に
は
尾
張
三
河
大
雨
洪
水
。
陸
奥
冷
夏
夏
秋
阿
波
旱
勉
」
、
『
日
記
」
で
も
「
七

月
十
二
日
、
尾
張
三
河
大
水
、
溺
死
者
数
知
れ
ず
」
と
あ
る
。
こ
の
年
十
一
月
の
末
尾
に
「
今
月
十
七
日
よ
り
発
熱
し
、
健
蔵
庖
瘡
」

と
あ
り
、
更
に
翌
年
の
元
日
に
「
母
人
卒
去
し
給
う
。
享
年
六
十
四
歳
、
旧
冬
十
二
月
十
六
日
よ
り
傷
寒
を
煩
い
給
う
」
と
身
内
の
疫

病
罹
患
の
記
事
が
続
き
、
当
然
一
般
患
者
に
も
傷
寒
が
発
生
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

明
和
五
年
は
「
五
月
諸
国
洪
水
・
鎌
倉
降
雪
一
尺
。
六
月
京
都
暴
寒
降
霜
」
と
あ
る
の
だ
が
、
「
日
記
」
で
は
七
月
に
「
大
風
雨
、
洪

水
」
の
記
事
く
ら
い
で
平
穏
の
年
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
翌
明
和
六
年
「
二
～
三
月
と
八
～
十
月
諸
国
流
感
流
行
死
者
多
数
。
四
月

北
海
道
大
雪
風
。
六
月
筑
前
美
作
・
八
月
山
城
・
九
月
磐
城
と
洪
水
続
く
」
と
、
こ
の
年
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
思
わ
れ
る
伝
染
病
が

椙
獺
し
て
い
る
の
だ
が
、
「
日
記
」
で
は
そ
れ
ら
し
き
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
明
和
七
年
「
五
～
八
月
関
東
以
西
旱
魎
。
十
二
月
諸
国
暖
。

九
月
日
本
諸
国
疫
疾
流
行
死
者
多
数
」
こ
れ
は
温
病
で
あ
ろ
う
。
「
日
記
」
で
は
七
月
五
日
に
「
去
る
六
（
五
か
？
）
月
中
は
旱
で
水
乏

の
処
、
後
六
月
上
旬
に
一
度
雨
有
る
も
、
そ
の
後
ま
た
大
旱
渇
水
、
諸
国
一
同
の
由
、
之
に
よ
り
暑
気
殊
に
甚
だ
し
」
、
七
月
末
に
「
今

月
中
猶
残
暑
甚
だ
し
」
と
、
気
候
史
と
同
様
の
記
述
が
あ
る
が
、
疫
病
流
行
の
記
事
は
見
ら
れ
な
い
。
明
和
八
年
「
三
月
琉
球
諸
島
洪

水
。
三
月
京
都
大
雨
洪
水
。
四
月
相
模
伯
耆
江
戸
降
雪
。
四
’
六
月
奥
羽
関
東
以
西
旱
越
。
六
月
播
磨
洪
水
」
。
官
選
で
は
七
月
に

「
昨
夜
大
雨
、
今
朝
洪
水
」
の
記
述
が
有
る
の
み
で
あ
る
。
明
和
九
年
八
月
二
日
の
「
日
記
」
に
は
「
今
夕
江
戸
大
風
雨
、
洪
水
、
高
潮
、

尤
も
風
烈
し
く
、
大
名
屋
敷
多
く
壊
穀
し
、
浅
草
本
願
寺
堂
な
ど
吹
き
朴
れ
る
。
深
川
品
川
辺
り
洪
水
、
高
潮
、
民
家
多
く
沈
没
、
総

じ
て
江
戸
中
圧
死
溺
死
の
人
鰺
し
の
由
、
前
代
未
聞
大
変
の
由
也
」
と
あ
る
。
安
永
四
年
十
二
月
の
『
日
記
』
に
娘
二
人
が
発
熱
し
庖

瘡
に
罹
患
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
閏
十
二
月
に
は
「
今
冬
痘
瘡
大
流
行
」
の
記
事
が
あ
る
。
安
永
五
年
四
月
に
は
「
麻
疹
流
行
、

こ
の
地
は
二
月
下
旬
よ
り
始
ま
り
、
三
月
下
旬
に
至
り
、
四
月
上
旬
の
間
尤
も
盛
ん
。
：
．
西
国
よ
り
始
ま
り
、
次
第
に
東
国
に
移
行
の

趣
也
。
…
凡
そ
天
下
諸
国
残
る
所
無
く
、
先
に
二
十
四
年
以
前
酉
年
流
行
の
後
、
今
年
ま
た
流
行
な
り
」
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
続
々
と
毎
年
の
よ
う
に
異
常
気
象
に
伴
う
災
害
と
疫
病
の
流
行
が
起
こ
り
、
つ
い
に
一
七
八
一
年
か
ら
江
戸
時
代
の
四
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大
飢
謹
（
寛
永
・
享
保
・
天
明
・
天
保
）
の
代
表
と
も
い
え
る
大
飢
饅
が
起
こ
る
天
明
に
入
る
。
天
明
元
年
の
十
一
月
に
は
「
十
月
よ

り
今
月
に
至
り
風
病
大
流
行
、
諸
国
一
同
な
り
」
の
記
事
が
「
日
記
」
に
あ
る
。
更
に
翌
年
に
は
五
月
に
娘
が
痘
瘡
に
罹
患
、
七
月
に

は
宣
長
自
身
が
「
余
、
初
め
て
瘡
を
病
み
、
久
し
く
引
き
籠
も
り
居
り
」
と
記
す
。
「
瘡
」
も
疫
病
の
表
記
の
一
種
で
あ
る
。

天
明
三
年
「
三
～
六
月
京
都
五
畿
内
寒
冷
。
六
～
九
月
下
野
隠
岐
陸
奥
森
雨
凶
作
。
七
月
加
賀
越
中
大
雨
洪
水
。
十
二
月
陸
奥
津
軽

飢
疫
死
者
多
し
」
、
『
日
記
」
に
は
、
七
月
に
飢
饅
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
浅
間
山
の
大
噴
火
の
記
事
が
克
明
に
記
さ
れ
て
お
り
、
年
末

に
は
「
今
年
冬
、
寒
気
甚
だ
し
。
奥
州
辺
り
大
凶
作
、
江
戸
米
払
底
、
甚
だ
し
く
高
値
。
…
諸
国
の
う
ち
凶
作
の
国
々
之
有
り
、
就
中

奥
州
仙
台
南
部
津
軽
大
凶
作
、
南
部
津
軽
辺
り
は
餓
死
者
過
半
の
由
」
、
翌
四
年
の
正
月
に
も
「
肚
上
困
窮
、
乞
食
多
し
、
奥
州
の
飢
鰹

奥
州
仙
台
南
部
津
軽
大
凶
作
、
南
部

は
筆
紙
に
尽
く
し
難
し
」
と
続
く
。

翌
四
年
の
気
候
史
の
記
述
は
「
七
月
陸
奥
旱
魅
。
四
～
八
月
諸
国
飢
疫
〈
流
感
）
流
行
死
者
多
数
」
こ
れ
は
『
日
記
」
の
年
末
の
記

録
に
「
今
冬
寒
気
甚
だ
し
」
と
有
る
こ
と
か
ら
、
傷
寒
の
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
翌
五
年
「
六
月
関
東
近
畿
九
州
旱
紘
。
八
月

近
畿
東
海
道
諸
国
大
雨
洪
水
。
十
～
十
二
月
近
畿
諸
国
暖
少
雪
」
、
『
日
記
」
に
も
「
今
冬
の
寒
気
甚
だ
し
か
ら
ず
、
但
し
十
二
月
一
五

六
日
頃
の
寒
気
は
殊
に
甚
だ
し
」
と
あ
り
、
全
般
的
に
は
温
病
流
行
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。

天
明
六
年
「
三
月
江
戸
降
雪
・
関
東
大
風
洪
水
。
四
～
五
月
筑
前
旱
勉
天
明
三
～
七
年
越
後
旱
越
特
に
本
年
大
凶
作
餓
死
者
多
数
。

五
～
六
月
諸
国
冷
気
。
六
月
河
内
・
七
月
関
東
諸
国
・
十
月
関
東
洪
水
」
と
異
常
気
象
と
災
害
は
陸
続
た
り
。
「
日
記
』
に
は
九
月
」
ハ
Ｈ

に
台
風
襲
来
を
思
わ
せ
る
記
述
が
あ
り
、
年
末
に
は
「
今
冬
甚
だ
し
く
暖
気
春
の
如
し
」
と
あ
る
。
翌
七
年
の
年
末
記
事
は
「
当
に
冬

の
寒
気
強
し
」
と
一
転
し
て
寒
か
っ
た
こ
と
が
解
る
。

天
明
九
（
Ⅱ
寛
政
元
、
一
七
八
九
）
年
に
は
「
夏
近
畿
以
西
旱
越
。
六
月
丹
波
越
中
肥
後
岡
山
木
曽
・
閏
六
月
加
賀
越
中
・
八
月
筑

後
大
雨
洪
水
。
今
年
よ
り
一
八
○
○
年
迄
チ
フ
ス
流
行
」
こ
の
チ
フ
ス
は
明
ら
か
に
温
病
の
範
鴫
で
あ
る
。
年
末
の
『
Ⅱ
記
」
に
は

「
今
冬
寒
甚
だ
し
か
ら
ず
」
と
矛
盾
し
な
い
。
地
方
毎
に
条
件
は
変
わ
る
と
は
い
え
、
悲
惨
な
状
況
が
毎
年
の
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
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宣
長
が
医
学
修
行
を
始
め
て
晩
年
に
至
る
宝
暦
か
ら
享
和
の
間
の
約
半
世
紀
は
、
古
方
、
後
世
方
、
蘭
方
が
鎬
を
削
っ
た
時
代
で
あ

り
、
特
に
古
方
派
の
吉
益
東
洞
、
山
脇
東
洋
、
蘭
方
の
杉
田
玄
白
、
前
野
良
沢
等
と
は
同
時
代
人
で
あ
り
、
他
派
か
ら
は
厳
し
い
論
難

を
受
け
た
こ
と
は
十
分
推
測
で
き
る
。

直
接
医
学
と
は
関
係
な
い
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
寛
政
十
年
〈
六
十
九
歳
）
の
時
の
著
作
『
う
ひ
山
ふ
み
」
（
ノ
）
の

項
に
興
味
深
い
文
が
あ
る
。
「
古
風
後
世
風
と
も
に
よ
ま
ん
と
せ
ん
に
、
ま
づ
い
づ
れ
を
先
寿
に
す
べ
き
ぞ
と
い
ふ
に
、
萬
の
事
、
本
を

ま
づ
よ
く
し
て
後
に
、
末
に
及
ぶ
べ
き
は
勿
論
の
事
な
れ
ど
も
、
又
末
よ
り
さ
か
の
ぼ
り
て
、
本
に
い
た
る
が
よ
き
事
も
あ
る
物
に
て
、

よ
く
思
ふ
に
、
葛
も
、
ま
づ
後
世
風
よ
り
入
て
、
そ
を
大
抵
得
て
後
に
、
古
風
に
か
か
り
て
よ
き
子
細
も
あ
り
。
…
後
世
風
を
ま
づ
よ

く
し
る
と
き
は
、
是
は
後
世
ぞ
と
い
ふ
こ
と
を
、
わ
き
ま
へ
し
る
故
に
、
そ
の
誤
り
す
ぐ
な
し
。
後
世
風
を
し
ら
ざ
れ
ぱ
、
そ
の
わ
き

る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
以
後
も
同
様
の
事
態
が
続
く
こ
と
に
な
る

当
然
な
が
ら
衛
生
学
、
予
防
・
臨
床
医
学
な
ど
の
知
識
が
不
十
分
な
当
時
に
あ
っ
て
は
、
疫
病
の
流
行
に
際
し
多
く
の
死
者
が
出
た

で
あ
ろ
う
。
ま
た
当
然
な
が
ら
脳
血
管
障
害
や
、
心
筋
梗
塞
、
ガ
ン
な
ど
の
患
者
に
対
す
る
と
き
、
医
師
と
し
て
己
の
治
療
の
限
界
を

思
い
知
る
こ
と
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
重
要
な
の
は
苦
し
む
患
者
に
向
か
い
、
少
し
で
も
生
き
る
希
望
が
生
ま
れ
る
よ
う
に

「
思
い
や
り
の
心
」
を
も
っ
て
接
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
宣
長
の
云
う
「
物
の
あ
は
れ
」
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
気
候
史
と
宣
長
の
日
記
を
参
照
し
て
き
た
が
、
併
せ
て
診
療
記
録
で
あ
る
『
濟
世
録
」
と
の
照
合
も
試
み
た
だ
が
今
回
の

対
象
時
期
と
外
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
記
録
は
自
己
流
に
略
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
処
方
の
記
述
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
一
部
し
か

判
明
せ
ず
、
特
に
外
感
病
に
関
す
る
処
方
の
記
述
は
見
あ
た
ら
ず
、
ま
た
予
後
（
死
亡
を
含
め
）
に
関
す
る
記
述
の
有
無
す
ら
不
分
明

で
あ
り
、
如
何
と
も
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
ｃ

三
、
宣
長
の
医
学
思
想
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ま
へ
な
き
故
に
、
反
て
後
世
に
落
る
こ
と
お
ほ
き
な
り
。
。
：
古
風
を
よ
む
人
も
、
ま
づ
後
世
風
を
學
び
て
益
あ
る
こ
と
、
猶
此
外
に
も

有
也
。
…
こ
れ
は
た
だ
寄
文
の
う
へ
の
み
に
も
あ
ら
ず
、
古
の
道
を
あ
き
ら
む
る
學
問
に
も
、
此
わ
き
ま
へ
な
く
て
は
、
お
ぼ
へ
ず
後

世
意
に
も
漢
意
に
も
、
落
入
ル
こ
と
有
る
べ
し
。
古
意
と
後
世
意
と
漢
意
と
を
、
よ
く
わ
き
ま
ふ
る
こ
と
、
古
學
の
肝
要
な
り
」
。

晩
年
の
文
な
の
で
医
学
に
お
け
る
流
派
の
争
い
を
意
識
し
た
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
最
後
の
文
章
を
読
め
ば
、
医
学
流
派

と
の
関
連
性
も
示
唆
さ
れ
る
文
章
で
は
あ
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
宣
長
は
折
衷
派
の
流
れ
を
汲
む
後
世
家
別
派
に
属
す
る
医
師
と
考
え

ら
れ
、
「
気
」
を
重
視
す
る
立
場
に
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
彼
の
唯
一
の
医
学
思
想
を
述
べ
た
文
書
と
し
て
伝
わ
る
「
藤

文
輿
が
肥
へ
還
る
を
送
る
の
序
」
に
明
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
宝
暦
六
年
三
月
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
未
だ
開
業
し
て
実
際
の
診
療
を
行

う
以
前
で
あ
る
。
藤
文
輿
は
堀
景
山
の
同
門
で
あ
り
、
肥
前
大
村
侯
の
侍
医
で
あ
り
、
若
年
な
が
ら
宣
長
が
深
く
敬
愛
し
た
医
師
で
あ

る
。
そ
こ
（
原
漢
文
）
に
は
「
素
霊
は
軒
岐
の
大
経
で
あ
り
、
寿
世
の
大
法
で
あ
る
の
に
、
後
世
の
者
は
こ
れ
を
無
益
な
も
の
と
し
、

今
の
医
師
達
は
誰
も
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
扁
鵲
や
王
叔
和
は
妄
り
に
作
っ
た
し
、
ま
た
宋
元
明
に
下
っ
て
は
、
固
晒
で
あ
り
、

僻
説
を
競
っ
て
起
て
て
、
人
を
眩
ま
す
と
い
う
状
況
で
、
世
医
の
愚
妹
は
か
く
の
如
く
甚
だ
し
い
」
。
続
い
て
古
方
、
後
世
方
（
彼
は
近

方
と
呼
ぶ
）
に
対
し
具
体
的
事
例
を
挙
げ
て
批
判
し
、
「
人
の
病
は
世
に
つ
れ
変
わ
り
、
地
に
よ
り
異
な
る
の
だ
か
ら
、
治
方
も
ま
た
然

り
で
あ
る
」
と
因
人
因
地
、
疾
病
の
時
代
変
化
に
応
じ
て
治
法
を
替
え
る
べ
き
事
を
語
る
。
そ
し
て
「
薬
は
神
が
製
っ
た
も
の
で
は
な

い
し
、
方
は
聖
裁
の
方
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
必
ず
し
も
そ
の
規
矩
に
拘
泥
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
古
典
処
方
を
遵
守
す
る
こ
と
の
危

次
い
で
最
も
重
視
す
る
気
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
「
病
と
い
う
も
の
は
軽
剤
薄
薬
が
よ
く
治
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
煕
然
と
し

た
〈
筆
者
注
》
光
り
輝
く
）
一
気
の
み
が
病
に
抗
し
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
気
と
は
神
に
し
て
測
る
こ
と
は
で
き
ず
、
も
と
は
諸
の

か
な

天
よ
り
稟
け
、
諸
の
身
に
充
る
の
で
あ
る
。
後
世
は
こ
れ
を
元
気
と
謂
い
、
こ
の
気
が
あ
っ
て
人
に
適
う
。
こ
れ
が
無
け
れ
ば
Ｐ
ぬ

こ
の
気
に
は
盛
衰
が
あ
る
の
で
、
病
や
外
邪
内
傷
、
百
雨
疾
患
〈
筆
者
注
》
下
書
き
で
は
「
四
百
四
病
」
）
は
皆
そ
の
盛
衰
に
影
響
き
れ

い
し
、
方
は
聖
裁
の
一

う
さ
を
説
い
て
い
る
。
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る
の
だ
。
死
ぬ
か
生
き
る
か
は
唯
こ
の
気
の
有
無
に
よ
る
の
み
で
あ
る
」
と
気
の
重
視
が
論
じ
ら
れ
、
「
気
に
は
真
邪
の
違
い
が
あ
る
。

当
に
湯
熨
鍼
灸
は
、
そ
の
真
気
を
助
け
、
其
の
邪
気
を
攻
め
る
が
、
し
か
し
湯
熨
鍼
灸
は
真
気
の
政
を
助
け
る
の
で
あ
っ
て
、
自
ず
か

ら
病
を
攻
め
る
の
で
は
な
い
。
・
・
・
気
が
病
を
制
治
で
き
な
け
れ
ば
、
司
命
と
い
え
ど
も
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
ま
し
て
草
薬
で

は
く
出
来
る
わ
け
が
な
い
）
。
た
だ
真
気
の
趣
勢
を
察
す
べ
き
で
あ
り
、
薬
石
は
順
導
し
補
佐
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
力
を
資
け
、
真

い

気
を
大
い
に
振
る
わ
せ
れ
ば
汗
吐
下
も
そ
の
宜
に
適
い
、
病
は
擢
え
よ
う
。
そ
れ
な
の
に
真
気
の
趣
く
と
こ
ろ
を
察
し
な
け
れ
ば
、
妄

り
に
攻
撃
し
た
り
温
補
し
て
、
功
無
き
ま
ま
で
あ
ろ
う
し
、
よ
く
人
を
賊
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
治
病
の
枢
機
は
真
気
の
勢
い
を
察

す
る
こ
と
に
あ
る
。
」
「
こ
れ
を
養
う
の
術
は
他
に
な
く
、
食
は
薄
く
し
て
飽
に
な
ら
ぬ
よ
う
、
身
体
は
動
か
す
も
過
労
に
な
ら
ぬ
よ
う
、

思
慮
は
常
に
寡
く
す
れ
ば
、
気
の
流
れ
は
順
で
あ
り
滞
ら
ず
、
四
肢
末
端
ま
で
十
分
に
流
れ
る
。
…
経
に
云
う
よ
う
に
、
上
工
は
気
を

平
ら
か
に
し
て
、
と
い
う
の
は
こ
の
意
味
で
あ
り
、
養
氣
こ
そ
が
医
の
至
道
で
あ
る
」
と
『
霊
枢
」
根
結
第
五
を
引
い
て
説
い
て
い
る
。

気
を
重
視
す
る
思
想
が
時
代
の
風
潮
を
有
る
程
度
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
宣
長
の
若
年
に
書
い
た
こ
の
記
事
を
読
め

ば
、
当
時
の
彼
の
医
に
対
す
る
基
本
姿
勢
が
何
処
に
あ
る
か
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
こ
の
文
が
書
か
れ
た
の
は
宝
暦
六
年

三
十
八
歳
）
で
、
国
文
学
で
の
最
初
の
本
格
的
著
作
で
あ
る
『
排
蘆
小
舟
」
が
書
か
れ
た
時
と
同
年
で
あ
る
こ
と
は
大
き
な
意
味
が
あ

る
。
年
齢
か
ら
考
え
て
も
、
こ
の
送
別
の
辞
を
書
い
た
頃
の
宣
長
の
医
学
に
対
す
る
理
解
は
、
師
の
考
え
や
書
物
を
介
し
て
の
も
の
で

あ
ろ
う
。
既
述
し
た
よ
う
に
当
時
は
医
学
の
修
練
の
途
中
で
あ
り
、
ま
し
て
未
だ
開
業
も
し
て
お
ら
ず
、
実
際
の
患
者
を
診
る
機
会
も

さ
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
し
て
、
臨
床
家
と
し
て
は
未
熟
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
誤
り
で
は
な
い
。

臨
床
医
と
し
て
の
自
分
の
経
験
を
踏
ま
え
て
も
、
若
年
時
に
医
の
基
本
が
何
で
あ
る
か
十
分
理
解
で
き
た
と
は
思
え
な
い
。
そ
う
い
う

観
点
か
ら
改
め
て
こ
の
送
別
の
辞
を
読
め
ば
、
頭
で
考
え
た
文
章
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
こ
で
改
め
て
確
認
す
べ
き
は
、
「
排
蘆
小
舟
」
に
殆
ど
「
物
の
あ
は
れ
」
の
言
葉
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
考
え

合
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
言
葉
の
持
つ
意
味
が
臨
床
医
学
と
大
き
な
関
わ
り
を
持
つ
と
推
測
す
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
荒
唐
無
稽
な
こ
と
で
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「
物
の
あ
は
れ
」
の
説
は
、
景
山
が
『
不
蓋
言
』
に
指
摘
し
た
影
響
を
も
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
宣
長
が
源
氏
物

（
旧
）

語
を
精
読
し
て
、
俊
成
の
歌
の
根
本
に
遡
っ
て
得
た
思
想
で
あ
る
、
と
説
か
れ
る
。
朱
子
学
を
講
じ
る
儒
者
と
は
い
う
も
の
の
景
山
は

風
変
わ
り
で
あ
り
、
「
君
主
は
人
情
、
特
に
恋
の
情
に
通
じ
る
こ
と
が
肝
要
」
と
述
べ
る
な
ど
『
不
壼
言
」
で
独
特
の
論
を
展
開
し
て
い

る
。
宣
長
に
与
え
た
影
響
は
非
常
に
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
中
で
も
次
の
字
句
は
重
要
で
あ
る
。
「
仁
と
云
も
の
は
人
の
本
心
な
る

ゆ
へ
人
情
に
通
ぜ
ず
し
て
仁
は
求
め
得
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
也
。
人
情
を
知
る
は
、
仁
を
求
む
手
が
か
り
に
し
て
、
学
者
最
初
の
工
夫
な

り
。
孔
子
の
能
く
近
く
取
り
て
譽
ふ
る
は
…
と
云
ふ
は
、
即
ち
恕
の
こ
と
な
り
。
恕
は
即
ち
仁
を
求
む
る
方
術
な
れ
ば
、
人
情
に
通
ず

る
と
云
は
、
即
又
恕
を
い
た
す
の
方
術
と
知
る
べ
し
」
と
言
い
、
そ
の
人
情
を
知
る
た
め
に
学
ぶ
べ
き
書
は
『
詩
経
」
で
あ
り
、
「
万
葉

よ
こ
し
ま

集
」
で
あ
る
と
展
開
す
る
。
彼
は
『
詩
経
」
の
鍵
訶
を
「
思
い
邪
無
し
」
と
い
う
孔
子
が
断
章
取
義
し
て
引
用
し
た
語
に
求
め
、
こ
れ

（
旧
）

を
感
じ
る
の
は
善
悪
の
分
別
以
前
の
心
情
と
し
て
重
視
す
る
。

ま
た
松
阪
で
の
開
業
の
翌
年
（
宝
暦
八
年
五
月
）
に
『
安
波
禮
辨
紫
文
灌
解
」
（
全
集
、
第
四
巻
）
の
稿
を
起
こ
し
、
そ
の
冒
頭
に

「
或
人
、
予
二
問
テ
曰
、
俊
成
卿
ノ
歌
二
懲
七
ス
ハ
、
人
ハ
心
モ
無
カ
ラ
マ
シ
、
物
ニ
ア
ハ
レ
モ
、
是
ョ
リ
ソ
シ
ル
、
ト
申
ス
此
ニ
ア

ハ
レ
ト
云
ハ
、
如
何
ナ
ル
義
二
侍
ル
ャ
ラ
ン
」
と
、
俊
成
の
歌
意
を
聞
か
れ
た
こ
と
が
「
物
の
あ
は
れ
」
を
深
く
考
え
る
き
っ
か
け
に

な
っ
た
と
自
分
で
記
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
展
開
を
踏
ま
え
た
上
で
、
宣
長
は
医
師
と
し
て
の
経
験
を
通
し
「
物
の
あ
は
れ
」
論
を

極
め
た
と
考
え
る
の
だ
が
、
先
を
急
が
ず
も
う
少
し
じ
っ
く
り
彼
の
考
え
を
検
証
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
「
物
の
あ
は
れ
」
の
言
葉
が
多
出
す
る
の
は
宝
暦
十
三
年
（
三
十
四
歳
）
の
時
、
後
の
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
」

の
初
稿
と
も
い
え
る
「
紫
文
要
領
」
（
全
集
第
四
巻
）
と
、
そ
れ
に
次
い
で
書
か
れ
た
『
石
上
私
淑
言
』
（
全
集
第
二
巻
）
か
ら
で
あ
る

は
無
か
ろ
う
。
次
に
こ
の
点
を
検
証
す
る
。

四
、
「
物
の
あ
は
れ
」
と
医
学
の
関
わ
り
に
つ
い
て
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以
下
『
石
上
私
淑
言
」
文
中
で
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
字
句
を
列
記
し
て
み
よ
う
。

巻
一
、
一
二
「
問
云
。
も
の
の
あ
は
れ
を
し
る
と
は
い
か
な
る
事
ぞ
。
答
云
。
古
今
序
に
。
や
ま
と
歌
は
。
ひ
と
つ
心
を
た
れ
と
し

て
。
萬
の
こ
と
の
は
と
ぞ
な
れ
り
け
る
と
あ
る
。
此
こ
こ
ろ
と
い
ふ
が
す
な
わ
ち
物
の
あ
は
れ
を
し
る
心
也
。
…
す
べ
て
世
中
に
い
き

コ
コ
ロ

と
し
い
け
る
物
は
み
な
情
あ
り
。
情
あ
れ
ば
。
物
に
ふ
れ
て
必
お
も
ふ
事
あ
り
。
…
さ
ま
ざ
ま
に
お
も
ふ
事
の
あ
る
是
即
も
の
の
あ
は

れ
を
し
る
故
に
動
く
也
。
…
さ
れ
ば
事
に
ふ
れ
て
そ
の
う
れ
し
く
か
な
し
き
事
の
心
を
わ
き
ま
へ
し
る
を
。
物
の
あ
は
れ
を
し
る
と
い

ふ
也
。
…
物
に
感
ず
る
が
す
な
は
ち
物
の
あ
は
れ
を
し
る
也
。
感
ズ
ル
と
は
。
俗
に
は
よ
き
事
の
み
い
へ
共
さ
に
あ
ら
ず
ｃ
感
ノ
字
は

ア
ハ
ル

字
書
に
も
動
也
と
註
し
。
感
傷
感
慨
な
ど
と
も
い
ひ
て
。
す
べ
て
何
事
に
て
も
。
事
に
ふ
れ
て
心
の
う
ご
く
事
也
。
…
さ
て
阿
波
禮
と

．
。
ト
バ

コ
Ｕ
ト
バ

い
う
は
。
深
く
心
に
感
ず
る
鮮
也
。
…
阿
波
禮
は
哀
の
心
に
は
か
ぎ
ら
ぬ
な
り
。
．
：
阿
波
禮
は
も
と
歎
息
の
静
に
て
。
何
事
に
て
も
心

ア
ア

に
深
く
思
ふ
事
を
い
ひ
て
。
上
に
て
も
下
に
て
も
歎
ず
る
訶
也
。
…
又
漢
文
に
鴫
呼
子
嵯
椅
な
ど
の
字
を
阿
々
と
よ
む
事
多
し
。
こ
の

ア
ハ
レ
ム

ァ
ア
阿
々
も
同
じ
歎
訶
也
。
…
さ
て
阿
波
禮
牟
と
い
ふ
詞
は
あ
は
れ
と
思
う
心
也
。
か
な
し
と
思
ふ
を
か
な
し
む
と
い
ふ
格
也
。
さ
れ

ば
是
も
す
べ
て
深
く
心
に
感
ず
る
事
を
さ
し
て
。
な
に
を
あ
は
れ
む
。
か
を
あ
は
れ
む
と
い
ふ
也
。

拾
遺
集
春
は
た
だ
花
の
ひ
と
へ
に
さ
く
ば
か
り
物
の
あ
は
れ
は
秋
ぞ
ま
さ
れ
る

か
よ
う
に
鵲
に
も
い
ふ
也
。
さ
て
か
く
の
ご
と
く
阿
波
禮
と
い
ふ
言
葉
は
。
さ
ま
ざ
ま
い
ひ
か
た
ば
か
は
り
た
れ
共
。
其
意
は
み
な

同
じ
事
に
て
。
見
る
物
き
く
事
な
す
わ
ざ
に
ふ
れ
て
。
情
の
深
く
感
ず
る
こ
と
を
い
ふ
也
。
俗
に
は
た
だ
悲
哀
の
み
あ
は
れ
と
心
得
た

れ
共
。
さ
に
あ
ら
ず
。
す
べ
て
う
れ
し
共
お
か
し
共
た
の
し
共
か
な
し
と
も
こ
ひ
し
共
。
情
に
感
ず
る
事
は
み
な
阿
波
禮
也
。
…
さ
れ

ば
物
の
あ
は
れ
し
る
を
。
心
あ
る
人
と
い
ひ
。
し
ら
ぬ
を
心
な
き
人
と
い
ふ
也
。
西
行
法
師
の

心
な
き
み
に
も
あ
は
れ
は
し
ら
れ
け
り
鴫
た
つ
さ
は
の
秋
に
ゆ
ふ
く
れ

此
上
句
に
て
し
る
べ
し
。
」
（
九
十
九
～
百
七
頁
）

巻
二
、
六
七
「
問
云
。
世
中
に
か
な
し
き
子
を
さ
き
だ
て
て
。
思
ひ
歎
く
親
の
有
さ
ま
を
見
る
に
。
父
は
猶
の
ど
や
か
に
お
も
ひ
し
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づ
め
て
。
さ
ま
よ
く
見
え
。
母
は
ひ
た
ふ
る
に
ふ
し
し
づ
み
て
涙
に
く
れ
ま
ど
ひ
。
か
た
く
な
し
き
事
共
を
い
ひ
つ
づ
け
て
泣
キ
ざ
ま

よ
ふ
を
思
え
へ
ば
。
猶
は
か
な
し
く
め
め
し
き
は
。
女
わ
ら
べ
の
し
わ
ざ
な
ら
ず
や
。

答
云
。
さ
る
事
ぞ
か
し
。
父
の
さ
す
が
に
き
ま
よ
う
お
も
ひ
し
づ
め
た
る
は
。
げ
に
雄
々
し
く
い
み
じ
き
こ
と
に
は
あ
め
れ
ど
。
そ

は
人
め
を
つ
つ
み
世
に
は
づ
る
ゆ
え
に
。
か
な
し
き
情
を
お
さ
へ
て
。
あ
な
が
ち
に
も
て
つ
け
つ
く
る
ひ
た
る
う
は
く
也
。
又
母
の
人

め
も
お
も
は
で
ひ
た
ふ
る
に
な
き
こ
が
る
る
さ
ま
は
。
ま
こ
と
に
女
々
し
く
人
わ
ろ
く
は
見
ゆ
れ
ど
ｃ
こ
れ
ぞ
か
ざ
ら
ぬ
眞
の
情
に
て

は
。
有
け
る
。
さ
れ
ば
さ
ま
よ
く
堪
忍
ぶ
と
し
の
ぴ
あ
へ
ぬ
と
の
。
う
は
く
の
け
ぢ
め
こ
そ
は
あ
れ
。
心
の
お
く
は
父
も
母
も
か
な
し

み
の
深
さ
浅
さ
の
か
は
る
く
う
も
あ
ら
ね
ば
。
ま
こ
と
に
は
い
づ
れ
を
か
し
こ
し
共
お
ろ
か
也
と
も
定
む
く
き
事
に
あ
ら
ぬ
中
に
も
。
」

巻
三
、
七
九
「
答
云
。
…
す
べ
て
と
く
い
か
め
し
く
勢
ひ
あ
る
人
は
。
な
に
ご
と
も
心
に
物
の
か
な
ふ
ゆ
え
に
。
身
に
う
き
事
を
し

ら
れ
ば
。
よ
る
づ
思
ひ
や
り
す
ぐ
な
く
し
て
。
賤
し
く
貧
し
き
者
の
つ
ね
に
お
も
ひ
お
ほ
き
事
を
も
。
も
し
は
か
り
て
あ
は
れ
と
思
ふ

心
の
つ
か
い
も
の
也
。
…
こ
の
物
の
あ
は
れ
と
い
ふ
事
を
し
ら
ぬ
人
は
。
よ
る
づ
に
思
ひ
や
り
な
く
し
て
。
心
こ
は
ご
は
し
く
な
さ
け

な
き
事
の
み
多
き
物
也
。
…
人
の
情
の
や
ふ
を
深
く
思
ひ
し
る
と
き
は
。
を
の
づ
か
ら
世
の
た
め
人
の
た
め
に
あ
し
き
わ
ざ
は
せ
ぬ
物

也
。
こ
れ
又
物
の
あ
は
れ
を
し
ら
す
る
功
徳
也
。
か
く
人
の
心
を
く
み
て
あ
は
れ
と
思
ふ
に
つ
き
て
は
。
を
の
づ
か
ら
身
の
い
ま
し
め

に
な
る
事
も
お
ほ
か
る
べ
し
。
」
（
百
六
十
六
～
百
六
十
八
頁
）

こ
こ
で
最
後
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
医
療
の
基
本
で
あ
る
「
思
い
や
り
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
紫
文
要
領
」
で
は
よ
り
具
体

的
に
次
の
よ
う
に
記
す
。
「
人
の
哀
な
る
事
を
み
て
は
哀
と
思
ひ
、
人
の
よ
る
こ
ふ
を
き
き
て
は
共
に
よ
る
こ
ふ
、
是
す
な
は
ち
人
情
に

か
な
ふ
也
・
物
の
哀
を
し
る
也
・
人
情
に
か
な
は
す
、
物
の
哀
を
し
ら
ぬ
人
は
、
人
の
か
な
し
み
を
み
て
も
何
共
思
は
す
、
人
の
う
れ

へ
を
き
き
て
も
何
共
思
は
ぬ
も
の
也
。
か
よ
う
の
人
を
あ
し
し
と
し
、
か
の
物
の
哀
を
見
し
る
人
を
よ
し
と
す
る
也
」
（
三
十
八
頁
）
・

（
Ⅱ
）

こ
こ
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
他
者
へ
の
思
い
や
り
が
、
儒
教
的
な
概
念
の
「
恕
」
に
相
当
す
る
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
百
五
十
三
頁
）
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か
ら
ご
こ
る

一
、
医
療
の
基
本
と
す
べ
き
思
考
は
仁
恕
で
あ
り
、
こ
の
漢
意
を
大
和
言
葉
で
表
現
す
れ
ば
「
物
の
あ
は
れ
」
で
あ
る
。

二
、
宣
長
が
「
物
の
あ
は
れ
」
を
重
視
す
る
に
至
る
過
程
で
、
実
際
の
臨
床
経
験
が
重
要
な
働
き
を
し
た
。

三
、
宣
長
在
世
中
も
気
候
不
順
に
よ
る
災
害
、
ま
た
疫
病
の
発
生
な
ど
を
含
め
、
感
染
症
や
脳
血
管
障
害
を
初
め
と
す
る
疾
病
に
よ

り
、
十
分
な
治
療
を
施
せ
な
い
ま
ま
に
死
亡
す
る
事
例
は
多
々
あ
っ
た
と
推
測
し
う
る
。
そ
こ
に
有
る
べ
き
医
療
者
の
姿
勢
は
、
患
者

へ
の
思
い
や
り
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
「
物
の
あ
は
れ
」
の
論
理
の
重
要
性
が
見
い
だ
せ
る
。

（
胴
）

吉
川
は
宣
長
の
「
物
の
あ
は
れ
」
論
を
引
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
Ｃ
「
哲
学
的
人
間
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
た
だ
ち
に
哲
学
を
求
め
る
と

き
は
必
ず
誤
謬
に
お
ち
い
る
。
こ
の
誤
謬
に
お
ち
い
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
宣
長
は
そ
の
方
法
を
提
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、
感
情
の
感

動
に
よ
っ
て
も
の
の
本
質
に
接
触
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
哲
学
へ
の
必
須
の
前
提
と
な
る
。
彼
の
言
葉
で
そ
れ
を
物
の
あ
は
れ
を
知
る
と

い
う
。
ま
た
そ
の
修
練
の
た
め
に
は
、
感
情
の
言
語
で
あ
る
詩
、
ま
た
小
説
こ
そ
、
ま
ず
読
ま
る
べ
き
だ
と
す
る
ま
た
み
ず
か
ら
も

歌
を
作
る
。
そ
れ
を
彼
の
言
葉
で
は
雅
の
趣
を
知
る
と
い
う
。
こ
の
準
備
を
必
須
と
し
て
の
ち
に
、
道
の
害
を
読
ん
で
こ
そ
、
道
は
把

握
さ
れ
る
と
す
る
。
…
事
が
ら
の
前
提
と
し
て
、
感
情
は
人
間
心
理
の
う
ち
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
と
す
る
思
考
が
あ
る
で
あ
ろ
う
」

と
。
哲
学
的
人
間
た
ら
ん
と
し
て
説
か
れ
た
道
は
、
ま
さ
に
医
師
と
し
て
も
っ
と
も
重
要
な
素
質
で
あ
る
「
思
い
や
り
の
心
」
を
豊
か

に
持
つ
人
間
を
如
何
に
育
て
て
い
く
べ
き
か
の
答
え
と
も
重
な
り
、
こ
こ
に
見
い
だ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
医
師
の
質
が
問
わ
れ
て
い
る
現

代
に
お
い
て
、
耳
を
傾
け
る
べ
き
言
葉
で
あ
る
。

五
、
ま
と
め
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文
献
及
び
注

（
１
）
松
島
博
轆
本
居
宣
長
の
医
術
と
環
境
、
三
重
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
二
五
（
二
）
五
～
二
九
、

（
２
）
高
橋
正
夫
酔
経
験
の
医
学
（
そ
の
１
）
、
日
本
医
史
学
雑
誌
二
五
（
三
）
二
四
四
～
二
五
八
、

昭
和
五
十
四
年

（
そ
の
２
）
、
日
本
医
史
学
雑
誌
二
五
（
四
四
一
三
～
四
四
五
、

昭
和
五
十
四
年

高
橋
正
夫
諏
本
居
宣
長
の
筈
論
、
杏
筈
教
研
究
報
告
二
、
三
一
～
四
九
、
一
九
七
五
年

高
橋
正
夫
華
春
庵
考
、
杏
警
教
研
究
報
告
四
、
二
三
～
一
四
五
、
一
九
七
七
年

（
３
）
佐
佐
木
信
綱
轆
増
訂
賀
茂
真
淵
と
本
居
宣
長
、
二
○
四
頁
、
湯
川
弘
文
社
、
昭
和
十
年
、
東
京

（
４
）
石
田
秀
実
卵
劉
医
方
と
い
う
誤
解
、
山
田
慶
児
、
栗
山
茂
久
共
編
「
歴
史
の
中
の
病
と
医
学
』

（
５
）
文
献
４
と
同
じ
、
二
一
二
～
一
三
二
頁

（
６
）
小
曽
戸
洋
“
日
本
漢
方
典
籍
辞
典
二
四
七
頁
、
大
修
館
書
店
、
一
九
九
九
年
、
東
京

（
７
）
堀
景
山
（
正
超
）
轆
堀
元
厚
著
『
腱
輸
通
孜
』
の
賊
、
臨
床
鍼
灸
古
典
全
書
収
載

（
§
大
野
亜
目
瞥
者
と
し
て
の
本
居
宣
長
、
全
集
第
十
九
巻
解
題
二
一
～
一
三
頁
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
十
八
年
、
東
京

（
９
）
小
修
司
恥
蘇
軸
（
東
城
居
士
）
を
通
し
て
宋
代
の
医
学
・
養
生
を
考
え
る
、
日
本
医
史
学
雑
誌
五
○
（
三
房
三
四
九
↑
三
六
九
、
二
○
○

（
３
）
佐
佐
木
信
一

（
４
）
石
田
秀
実

七
年
、
京
都

（
岨
）
小
曾
戸
洋
（
文
献
６
と
同
じ
）
二
九
一
頁

（
皿
）
中
央
気
象
台
・
海
洋
気
象
台
編
”
日
本
の
気
象
資
料
（
’
二
２
）
、
原
書
房
、
昭
和
五
十
一
年
、
東
京

（
吃
）
佐
佐
木
信
綱
“
賀
茂
真
淵
と
本
居
宣
長
、
一
二
三
頁

（
過
）
日
野
龍
夫
校
注
“
不
仁
言
二
○
○
～
二
一
八
頁
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
九
九
、
岩
波
書
店
、
二
○
○
○
年
、
東
京

（
Ｍ
）
相
良
亨
唖
本
居
宣
長
八
四
～
八
七
頁
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
、
東
京

四
年

一
二
四
～
一
三
三
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
九

九
七
四
年
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（
喝
）
吉
川
幸
次
郎
唖
本
居
宣
長
の
思
想
、
『
本
居
宣
長
」
二
三
五
～
二
三
六
頁
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
十
二
年
、
東
京


