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平
田
篤
胤
の
医
学
哲
学

市

川
　

修

序

　
『
江
戸
時
代
医
学
史
』
を
書
い
た
服
部
敏
郎
は
篤
胤
の
医
学
に
つ

い
て
、
篤
胤
を
医
師
と
し
て
観
察
し
、
そ
の
医
論
・
医
術
等
に
つ
い

て
考
究
し
た
研
究
が
ま
こ
と
に
数
少
な
い
と
慨
嘆
し
て
、
篤
胤
の
医

学
を
中
心
と
し
た
論
考
を
行
っ
た
（
1
（

。
篤
胤
の
医
学
の
概
要
は
こ
れ
に

よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
服
部
の
論
考
を
参
照
し
つ
つ
、
こ
の

小
論
で
は
篤
胤
の
医
学
哲
学
を
掘
り
起
こ
し
て
い
き
た
い
。

　

篤
胤
は
佐
竹
藩
士
、
大
和
田
祚
胤
の
四
男
と
し
て
安
永
五
年
（
一

七
七
六
）
秋
田
で
生
ま
れ
た
。
文
化
二
年
（
一
八
○
五
）
本
居
宣
長
の

嫡
子
春
庭
に
入
門
を
願
い
出
、
同
年
許
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
篤

胤
は
国
学
者
と
し
て
名
を
あ
げ
る
が
、
文
化
四
年
（
一
八
○
七
）
江

戸
で
医
業
を
開
き
、
玄
瑞
と
改
め
た
。
二
、
三
年
の
短
期
間
に
転

居
を
繰
り
返
し
た
。
遅
く
と
も
文
化
六
年
（
一
八
○
九
）
に
は
医
業

は
廃
業
と
い
う
説
も
あ
る
。
こ
の
期
間
、
医
者
と
し
て
診
療
を
行

い
、
ま
た
医
学
者
と
し
て
の
著
述
や
講
演
を
行
っ
た
。
服
部
は
い
う
。

「
篤
胤
の
江
戸
在
住
中
の
医
業
は
、
わ
ず
か
に
二
ヵ
年
ほ
ど
に
す
ぎ

な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
、
多
く
の
門
弟
に
対
し
『
医
道
大
意
』
を
講

じ
、『
医
宗
仲
景
考
』
を
著
し
、『
金
匱
玉
函
経
解
』
の
草
稿
を
つ
く

る
等
医
学
に
も
深
い
関
心
を
よ
せ
て
い
た
。」
そ
し
て
篤
胤
の
門
下

に
な
っ
た
医
師
は
十
数
名
に
上
る
。

　

小
論
は
、
服
部
の
い
う
「
篤
胤
独
特
の
医
論
」、
と
り
わ
け
医
道

に
つ
い
て
哲
学
す
る
と
こ
ろ
を
『
志
都
能
石
屋
』（
別
名
、
医
道
大
意
）

と
、『
医
宗
仲
景
考
』
を
主
な
テ
キ
ス
ト
に
使
っ
て
論
考
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
国
学
者
篤
胤
の
名
は
広
く
知
れ
渡
る
が
、
医
師
と
し

て
の
そ
の
後
は
ど
う
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
篤
胤
の
古
学
の
普
及
は

研
究
ノ
ー
ト
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幕
府
の
忌
む
と
こ
ろ
と
な
り
、
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）、
一
切
の

著
述
を
差
し
止
め
ら
れ
、
秋
田
藩
お
預
け
の
身
に
な
っ
た
。
篤
胤
の
、

臨
床
医
と
し
て
の
実
力
は
秋
田
で
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
同
年
十
二
月
、
城
中
よ
り
召
し
だ
さ
れ
「
藩
主
病
気
の
た

め
、
御
側
医
師
よ
り
病
状
を
聞
き
、
治
療
法
を
上
申
せ
よ
と
の
こ
と

で
あ
る
。」

　

こ
の
医
案
は
成
功
で
あ
っ
た
。
篤
胤
の
医
案
は
採
用
さ
れ
、
そ
の

薬
の
効
果
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
祈
祷
の
効
が
あ
っ
た
の
か
、

正
午
過
ぎ
か
ら
、
藩
侯
の
病
気
も
め
き
め
き
快
く
な
っ
て
き
た
。
こ

の
た
め
医
師
と
し
て
の
篤
胤
の
名
声
は
藩
内
に
と
ど
ろ
い
た
と
い
う
。

一
章

　
『
志
都
能
石
屋
（
医
道
大
意
）』
と
『
医
宗
仲
景
考
』
は
篤
胤
の
医

学
哲
学
を
構
成
す
る
二
つ
の
柱
で
あ
る
。
だ
が
、
題
名
か
ら
も
察
せ

ら
れ
る
よ
う
に
、
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
内
容
に
は
重
複
は
ほ
と
ん

ど
な
い
。
そ
れ
で
は
、
互
い
は
い
か
な
る
位
置
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
篤
胤
は
、
文
政
九
年
七
月
記
と
し
る
さ
れ
て
い
る
『
医
宗
仲

景
考
』
で
、『
志
都
能
石
屋
』
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
志
都

能
石
屋
と
は
、
予
が
殊
に
神
醫
道
の
淵
源
を
論
へ
る
書
の
名
な
り
（
2
（

」

と
し
て
い
る
。

　
『
医
宗
仲
景
考
』
は
、
当
時
の
漢
方
学
界
の
大
問
題
で
あ
り
現
在

も
そ
の
撰
者
に
つ
い
て
実
像
が
不
明
と
さ
れ
て
い
る
『
傷
寒
論
』
の

撰
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
誰
か
を
、
文
献
考
証
で
も
っ
て
決
着
さ

せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
篤
胤
は
、
そ
の
撰
者
は
葛
洪
字
稚

川
（
抱
朴
子
の
著
者
。
仙
人
）
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
従
祖
・
葛
玄
字

孝
先
が
記
し
た
稿
を
編
集
し
た
と
論
証
し
、
同
時
に
、
漢
方
医
学
の

医
祖
は
神
仙
で
あ
る
と
い
う
命
題
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
吉
益

東
洞
が
い
う
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ゆ
る
神
仙
流
医
学
（
後
述
）
の
立
場

を
唱
道
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
漢
方
の
革
新
者
の
一
人

で
あ
る
古
方
の
吉
益
東
洞
は
、
医
に
三
つ
の
流
派
が
あ
る
と
説
い
た
。

す
な
わ
ち
、「
疾
医
・
陰
陽
医
・
仙
家
医
（
神
仙
流
）
の
三
つ
の
流
れ

が
あ
り
、
疾
医
の
道
は
、
扁
鵲
・
仲
景
の
行
っ
た
も
の
で
、
病
毒
の

所
在
を
見
究
め
て
、
こ
れ
に
方
を
つ
け
て
毒
を
去
っ
て
、
も
ろ
も
ろ

の
疾
苦
を
治
す
る
も
の
で
あ
り
、
陰
陽
医
は
、
病
の
所
在
を
視
ず
に
、

陰
陽
・
五
行
の
相
生
相
剋
、
臓
腑
、
経
絡
な
ど
の
臆
見
で
空
理
を
も

て
あ
そ
び
、
実
事
か
ら
は
な
れ
て
い
る
の
で
、
手
に
と
っ
て
病
気
を

治
す
こ
と
が
で
き
な
い
。（
略
）
仙
家
医
は
道
家
や
仙
人
の
求
め
た

不
老
長
寿
・
久
生
長
視
の
法
を
説
く
も
の
で
、
葛
洪
・
陶
弘
景
・
孫

思
邈
な
ど
の
説
に
は
、
皆
こ
の
神
仙
・
養
生
の
説
が
ま
じ
っ
て
お
り
、

（
略
）
医
学
も
亦
こ
の
影
響
を
受
け
て
、
ま
す
ま
す
実
事
を
捨
て
て

空
理
を
論
じ
て
（
（
（

」
と
述
べ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
篤
胤
は
、
東
洞
が
分

類
し
た
い
わ
ゆ
る
仙
家
医
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
医
祖
は
疑
い
も
な

く
神
仙
で
あ
る
、
こ
の
事
実
を
見
過
ご
し
て
、
医
祖
の
精
神
を
省
み

ず
、
い
た
ず
ら
に
末
節
の
医
薬
論
に
終
始
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
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と
示
す
こ
と
で
、
東
洞
へ
の
正
面
か
ら
の
反
論
を
し
た
の
で
あ
る
。

篤
胤
は
、
今
の
世
の
医
者
達
が
虚
名
を
追
い
求
め
る
の
は
、
医
祖
の

精
神
に
著
し
く
反
す
る
と
指
摘
し
た
。
そ
も
そ
も
、
仲
景
の
実
名
が

知
ら
れ
な
い
の
は
、
医
祖
が
神
仙
道
の
習
い
に
従
い
、「
そ
の
実
名

を
つ
つ
み
か
く
し
て
あ
り
け
る
」
ゆ
え
に
、
そ
の
上
、
張
機
字
仲
景
、

戴
覇
、
な
ど
の
「
寓
名
を
用
い
」
た
た
め
に
、「
実
名
陰
徳
の
顕
は

れ
ず
」
に
今
日
に
至
っ
た
と
し
た
。

　

仙
家
医
と
し
て
の
篤
胤
は
『
医
宗
仲
景
考
』
で
、『
志
都
能
石
屋
』

を
含
め
た
彼
の
医
学
哲
学
の
結
語
を
与
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
『
医

宗
仲
景
考
』
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
テ
ー
マ
を
列
挙
し
て
、
以

後
の
考
察
の
土
台
と
す
る
。
篤
胤
の
医
学
哲
学
の
主
た
る
論
点
は
、

次
の
点
に
お
い
て
要
約
さ
れ
る
。

1　

養
生
論
は
主
た
る
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
又
、
篤
胤

の
論
述
の
末
尾
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
彼
の
医
学
哲
学
の

ま
と
め
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
次
の
箇
所
で
あ
る
。「
さ
れ
ば

医
を
な
す
者
は
、
ま
づ
神
仙
の
道
を
う
か
が
ひ
て
、
未
病
を
治
む

る
方
術
を
知
り
、
し
か
し
て
已
病
を
治
む
る
医
薬
に
及
ぶ
べ
き
な

り
。
未
病
は
常
な
り
、
已
病
は
変
な
り
。
常
を
治
む
る
道
を
知
ら
ざ

る
物
、
あ
に
変
を
治
む
る
道
を
知
ら
む
や
。
し
か
る
を
た
だ
に
医
薬

の
み
を
知
り
て
、
み
だ
り
に
執
匙
に
任
じ
、
医
師
の
名
を
群
愚
に
盗

み
、
財
利
を
は
か
る
に
汲
々
と
し
て
、
司
命
の
職
と
称
し
、
君
父
に

も
は
ば
か
る
こ
と
な
く
そ
の
薬
を
薦
む
。
あ
に
仁
術
と
い
ふ
べ
け
む

や
。」〔
な
お
、
漢
字
の
一
部
を
常
用
漢
字
に
換
え
た
こ
と
を
お
断
り

し
て
お
く
。
以
下
同
じ
（
4
（

〕

　

右
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
二
章
で
、
養
生
論
と
し
て
再
び
取
上
げ

る
。

2　
『
傷
寒
雑
病
論
』
の
雑
病
篇
は
早
く
失
わ
れ
、
金
匱
玉
函
方
の

傷
寒
篇
は
宋
の
時
代
に
削
除
さ
れ
た
。
そ
れ
は
大
変
残
念
な
こ
と
で
、

篤
胤
自
身
も
他
の
日
本
の
漢
方
学
者
同
様
、
原
典
を
復
元
す
る
こ
と

こ
そ
最
重
要
で
あ
る
、
と
の
認
識
を
述
べ
て
い
る
（
5
（

。

　

更
に
、「
よ
く
古
方
に
合
ふ
方
論
を
ひ
ろ
ひ
て
採
用
す
る
ぞ
医
方

学
の
要
務
な
る
べ
き
」
と
し
て
い
る
。

（　

篤
胤
は
こ
れ
よ
り
十
五
年
前
行
わ
れ
た
、
連
続
三
，
四
回
程
度

と
み
ら
れ
る
公
開
講
演
の
速
記
録
で
あ
る
『
志
都
能
石
屋
』
に
お
い

て
は
、
西
洋
医
学
に
大
い
に
期
待
を
寄
せ
、
ほ
ぼ
一
回
分
の
講
義
は

『
医
範
提
綱
』『
解
体
新
書
』
の
内
容
を
懇
切
丁
寧
に
説
明
し
た
。
と

こ
ろ
が
『
医
宗
仲
景
考
』
に
は
そ
の
片
鱗
も
み
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、

手
厳
し
い
評
価
を
、
西
洋
医
学
な
ら
び
に
当
時
の
蘭
方
医
に
対
し
て

与
え
て
い
る
。「
後
世
み
ず
か
ら
良
医
な
り
と
誇
ら
か
な
る
徒
が
ら

殊
更
に
岐
衢
に
つ
き
て
神
の
医
道
の
淵
源
を
忘
れ
、
医
術
方
薬
を
よ

う
よ
う
難
艱
な
ら
し
め
、
遂
に
西
洋
風
の
少
智
を
振
い
て
迂
拘
な
る

方
薬
を
神
と
も
神
と
信
尊
み
、
そ
の
方
論
に
拘
々
た
る
藪
医
さ
へ
世

に
多
く
ふ
ゑ
は
び
こ
ら
む
と
す
な
る
は
、
忌
ま
わ
し
き
事
に
こ
そ
（
（
（

。」

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
、
二
章
、
西
洋
医
学
と
の
間
合
い
、
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と
題
し
た
項
で
論
考
す
る
。

4　

こ
の
章
で
取
り
上
げ
る
テ
ー
マ
は
、『
医
宗
仲
景
考
』、『
志
都

能
石
屋
』
を
通
底
す
る
篤
胤
の
「
神
医
道
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
篤

胤
は
、「
志
都
能
石
屋
と
は
、
予
が
殊
に
神
醫
道
の
淵
源
を
論
へ
る

書
の
名
な
り
」
と
述
べ
た
が
そ
の
「
神
医
道
」
と
は
ど
の
よ
う
な
内

容
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
は
、
前
項
（
で

「
神
の
医
道
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
篤
胤
が
哲
学
す
る
問
題
は
、
禁

厭
と
医
薬
の
双
方
を
結
合
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
医
道
」
で
あ
っ

て
、
疾
医
が
専
念
す
る
べ
き
医
術
は
二
の
次
の
問
題
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
医
術
に
関
し
て
も
「
医
薬
方
術
各
別
に
て
、
ま
た
互
い
に
相

ひ
合
わ
せ
て
病
を
治
す
る
、
是
古
へ
の
道
な
る
が
、
方
術
は
本
に
て

医
薬
は
末
な
り
」
と
差
別
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
「
神

の
医
道
」
の
師
は
誰
か
が
篤
胤
の
論
考
の
焦
点
に
な
る
。

　

結
論
を
い
え
ば
、
篤
胤
は
、「
顕
界
の
良
師
の
外
に
、
幽
界
よ
り

祐
る
神
師
あ
る
こ
と
な
る
（
（
（

」
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
は
万
国
に

医
薬
方
術
を
授
け
ら
れ
た
神
が
師
で
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
オ
オ
ナ

モ
チ
ノ
命
ス
ク
ナ
ヒ
コ
ナ
ノ
命
が
師
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、『
志
都
能
石
屋
』
の
段
階
で
は
、

篤
胤
の
論
述
は
直
線
的
で
独
断
的
な
主
張
に
終
始
し
て
い
た
。
宣
長

の
道
の
学
び
、
又
、
篤
胤
自
身
の
『
霊
能
真
柱
』
で
示
す
古
伝
を
い

わ
ば
公
理
と
し
て
、
そ
の
前
提
に
立
っ
て
古
伝
に
お
け
る
オ
オ
ナ
モ

チ
ノ
命
ス
ク
ナ
ヒ
コ
ナ
ノ
命
の
事
跡
を
明
ら
か
に
し
、
二
柱
の
神
々

は
今
も
、
幽
世
を
知
ら
し
給
う
の
み
な
ら
ず
、
顕
界
の
良
医
の
医
薬

の
効
験
を
司
ら
れ
る
と
指
摘
し
て
い
た
。

　

さ
て
、『
医
宗
仲
景
考
』
の
段
階
で
は
、『
志
都
能
石
屋
』
の
時
と

比
べ
て
直
線
的
な
講
述
で
は
な
く
、
そ
の
主
張
は
次
の
よ
う
に
詳

し
く
な
っ
た
。
篤
胤
は
、
神
仙
流
医
学
の
立
場
を
つ
き
つ
め
、
結

局
「
唐
土
の
医
道
も
、
そ
の
源
は
我
が
神
の
道
よ
り
出
た
る
が
故
に
、

方
術
医
薬
相
ひ
放
な
れ
ず
（
（
（

」
と
、
中
国
の
漢
方
医
学
そ
の
も
の
が
オ

オ
ナ
モ
チ
ノ
命
ス
ク
ナ
ヒ
コ
ナ
ノ
命
の
御
霊
の
恩
頼
で
あ
る
と
い
う

命
題
を
立
て
る
に
い
た
っ
た
。
そ
う
主
張
す
る
論
拠
は
、
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
先
に
ふ
れ
た
「
神
医
道
」
を
定
義
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ

う
。
そ
も
そ
も
篤
胤
は
「
神
医
」
と
い
う
用
語
を
、『
志
都
能
石
屋
』

で
は
「
か
の
張
仲
景
は
（
略
）
漢
医
の
元
祖
、
神
医
と
云
る
程
の

名
医
」
と
、
こ
の
一
箇
所
で
使
っ
て
い
る
が
、『
医
宗
仲
景
考
』
で

は
「
神
医
」
な
る
用
語
は
全
く
使
っ
て
い
な
い
。
唯
、
先
に
ふ
れ
た

「
神
医
道
」
と
い
う
箇
所
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
「
神
医
」

と
い
う
概
念
は
、
仲
景
の
こ
と
を
篤
胤
が
神
仙
道
に
通
じ
た
「
真

人
（
（
（

」
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
神
医
と
は
、
医
薬
に
殊
に
功
績
の

あ
る
「
真
人
」
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
神
で
は
な
い
。

　

左
慈
、
葛
玄
、
葛
洪
、
は
真
人
で
あ
る
。（
た
だ
、
孫
思
邈
に
つ
い

て
は
、
何
故
真
人
と
称
さ
れ
る
の
か
不
詳
で
あ
る
。）
と
り
わ
け
、
篤
胤
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は
仲
景
を
「
神
方
中
興
の
医
宗
」
と
称
え
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、

「
仲
景
そ
の
世
に
さ
ば
か
り
神
察
の
聞
こ
え
あ
ら
む
に
云
々
」
と
、

「
神
醫
道
」
の
師
と
認
め
る
。
要
す
る
に
、
神
の
下
し
給
う
た
薬
方

（
神
方
）
は
、
中
国
の
真
人
達
に
よ
っ
て
此
の
世
的
に
は
漢
方
と
し

て
集
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

一
方
、「
神
師
」
は
真
人
で
は
な
い
。
葛
洪
の
従
祖
、
葛
玄
こ
そ

は
傷
寒
論
の
論
述
者
で
あ
る
が
、
そ
の
葛
玄
の
師
は
左
慈
字
元
放
と

い
い
、
此
の
世
に
あ
っ
て
幽
界
の
神
仙
と
交
わ
っ
た
と
あ
る
。
そ
の

中
で
も
と
り
わ
け
、
東
華
小
童
君
と
い
う
神
と
の
出
会
い
が
あ
る
。

篤
胤
は
東
華
小
童
君
を
「
東
華
小
童
、
ま
た
東
華
大
神
青
君
、
泰
一

小
子
な
ど
も
称
ひ
て
、
万
国
に
医
薬
方
術
を
授
け
た
る
神
な
る
こ

と
（
（（
（

」
と
し
て
い
る
。

　

従
っ
て
、
神
師
と
は
東
華
小
童
君
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

た
だ
、
東
華
小
童
君
即
ち
、
ス
ク
ナ
ヒ
コ
ナ
ノ
命
で
あ
る
か
ど
う
か

は
、『
医
宗
仲
景
考
』
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

篤
胤
は
そ
の
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
こ
と
も
、
次
の
一
文
か
ら
明
ら

か
で
あ
る
。
篤
胤
は
言
う
。「
そ
も
そ
も
か
の
二
翁
〔
葛
玄
、
葛
洪
〕

よ
。
吾
そ
の
古
き
を
是
と
し
、
そ
の
遠
き
を
貴
び
て
崇
重
す
る
に
非

ず
。
そ
の
伝
ふ
る
道
の
我
が
大
神
の
道
よ
り
出
て
精
に
入
り
、
そ
の

功
業
ま
た
神
の
古
道
に
因
循
せ
る
が
故
に
此
れ
を
取
れ
り
（
（（
（

。」

　

従
っ
て
、「
神
医
道
」
と
は
、
幽
界
の
「
神
師
」
と
顕
界
の
「
神

医
」
と
が
共
同
で
立
て
た
道
で
あ
る
。

　

篤
胤
は
、
当
時
の
漢
方
学
界
が
、
古
方
派
、
後
世
方
派
、
考
証
学

派
の
三
派
に
分
か
れ
で
論
争
し
て
い
る
状
況
に
鑑
み
て
、『
医
宗
仲

景
考
』
を
も
っ
て
、
東
洞
の
い
わ
ゆ
る
「
神
仙
流
」
の
立
場
に
立
っ

て
、「
一
部
の
医
門
断
定
の
書
を
も
作
り
て
後
来
の
医
を
な
す
者
に
、

医
道
の
淵
源
を
知
ら
し
め
む
と
」
望
ん
だ
の
で
あ
る
。

二
章

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
『
志
都
能
石
屋
』
は
『
医
宗
仲
景
考
』
に

先
立
つ
こ
と
十
五
年
前
の
書
で
あ
る
が
、『
志
都
能
石
屋
』
と
『
医

宗
仲
景
考
』
に
共
通
し
て
、
両
者
同
じ
趣
旨
で
説
い
て
い
る
の
は
、

養
生
に
つ
い
て
と
神
医
道
に
つ
い
て
で
あ
る
。
十
五
年
の
歳
月
を
隔

て
て
も
、
以
上
の
論
点
に
つ
い
て
は
内
容
は
変
わ
り
が
な
い
。
こ
れ

に
比
べ
て
、
西
洋
医
学
に
対
す
る
、
い
わ
ゆ
る
間
合
い
の
と
り
か
た

は
、
両
者
は
正
反
対
で
あ
る
。

　

こ
の
第
二
章
で
は
、
主
に
西
洋
医
学
論
に
つ
い
て
論
考
す
る
が
、

ま
ず
、『
医
宗
仲
景
考
』
と
『
志
都
能
石
屋
』
に
共
通
す
る
テ
ー
マ

「
養
生
」
に
つ
い
て
先
に
若
干
考
察
し
、
次
に
篤
胤
は
い
か
な
る
理

由
で
初
め
は
西
洋
医
学
を
受
容
し
、
後
に
こ
れ
と
距
離
を
お
く
に
い

た
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
。

　

○
養
生
論

　
『
志
都
能
石
屋
』
に
お
け
る
養
生
論
は
、
神
医
道
に
関
す
る
講
述
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に
比
べ
て
、
力
の
入
れ
方
の
比
重
は
重
く
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
講
演
の
末
尾
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
事
実
末
尾
を
飾
る
も

の
で
あ
る
。
い
わ
ば
篤
胤
の
『
志
都
能
石
屋
』
の
医
学
哲
学
に
関
し

て
い
え
ば
、
全
体
の
ま
と
め
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

言
え
ば
、『
医
宗
仲
景
考
』
の
末
尾
を
も
飾
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
篤
胤
が
『
医
宗
仲
景
考
』
の
末
尾
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た

こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
篤
胤
は
い
う
。

　
「
医
を
な
す
者
は
、
ま
づ
神
仙
の
道
を
う
か
が
ひ
て
、
未
病
を
治

む
る
方
術
を
知
り
、
し
か
し
て
已
病
を
治
む
る
医
薬
に
及
ぶ
べ
き
な

り
。
未
病
は
常
な
り
、
已
病
は
変
な
り
。
常
を
治
む
る
道
を
知
ら
ざ

る
者
、
あ
に
変
を
治
む
る
道
を
知
る
や
（
（（
（

。」

　

こ
の
「
未
病
」
を
説
く
事
す
な
わ
ち
、
養
生
を
説
く
事
で
あ
る
。

貝
原
益
軒
の
「
養
生
訓
」
は
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
上
梓
さ
れ
た
。

そ
の
一
節
に
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。「
聖
人
は
未
病
を
治
す
と

は
、
病
い
ま
だ
お
こ
ら
ざ
る
時
、
か
ね
て
つ
つ
し
め
ば
病
な
く
（
（（
（

（
以

下
略
）」

　

加
え
て
篤
胤
の
養
生
論
が
、
同
時
に
病
因
論
に
つ
な
が
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
篤
胤
が
説
く
病
因
と
し
て
は
、
心
因
と
憑

依
の
二
つ
の
因
が
あ
る
。
心
因
に
つ
い
て
は
、『
志
都
能
石
屋
』（
五

○
一
頁
、
五
○
三
頁
）
に
気
の
衝
逆
、
も
し
く
は
沈
滞
、
の
二
つ
に

区
別
し
た
解
説
が
あ
る
。
養
生
論
は
「
欲
に
か
つ
」
を
説
く
ゆ
え

に
、
逆
に
い
え
ば
、
欲
に
勝
た
ね
ば
病
に
陥
る
と
い
う
、
病
の
心
因

論
と
直
結
す
る
。
篤
胤
は
『
養
生
要
訣
』
か
ら
、
病
因
は
六
害
で
あ

り
「
そ
れ
（
六
害
）
が
悉
く
心
労
の
本
と
な
る
に
依
て
、
病
が
お
こ

る
」
と
し
て
い
る
。
因
み
に
、『
養
生
要
訣
』
の
著
者
は
葛
洪
で
あ

る
。
篤
胤
と
益
軒
は
養
生
の
第
一
番
目
に
欲
を
減
ら
し
、
心
の
安
静

を
説
く
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
憑
依
霊
に
よ
る
発
病
に
つ
い
て
は
『
霊
能
真
柱
』
等
で
論

じ
ら
れ
て
い
る
。

　

○
西
洋
医
学
と
の
間
合
い

　

近
世
の
漢
方
医
学
と
西
洋
医
学
と
の
間
の
距
離
を
つ
か
む
た
め
に

は
、
篤
胤
が
漢
方
学
界
の
中
で
ど
の
流
派
に
属
し
た
の
か
検
討
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
一
般
的
に
い
え
ば
、
古
方
医
か
ら
蘭
方
医
に

移
っ
た
ケ
ー
ス
は
比
較
的
多
い
と
さ
れ
る
（
（（
（

。

　

吉
益
東
洞
の
分
類
法
で
は
仙
家
医
に
分
類
さ
れ
る
篤
胤
で
あ
る
が
、

一
般
的
な
漢
方
医
学
史
で
は
、
ど
の
流
派
に
属
す
る
か
を
検
討
す
る
。

こ
の
場
合
、
座
標
軸
に
は
吉
益
東
洞
の
古
方
を
お
く
の
が
便
利
で
あ

る
。
東
洞
の
医
学
哲
学
は
、
他
の
流
派
に
比
べ
て
明
確
な
主
義
主
張

を
貫
い
て
い
た
。

　

東
洞
の
日
本
漢
方
界
に
与
え
た
影
響
は
大
き
か
っ
た
。
と
り
わ
け

実
事
に
も
と
づ
い
て
親
験
に
徴
し
、
扁
鵲
や
仲
景
の
よ
う
な
名
医
の

処
方
で
も
、
効
の
な
い
も
の
は
取
ら
な
い
、
後
世
の
俗
間
の
処
方
で

も
、
実
事
に
益
が
あ
れ
ば
取
り
用
い
る
べ
き
で
あ
る
、
と
の
主
張
の
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影
響
は
大
き
か
っ
た
。

　

東
洞
の
流
れ
を
汲
む
一
人
に
和
田
東
郭
が
い
る
。
服
部
敏
郎
に
よ

れ
ば
、
篤
胤
は
臨
床
医
術
に
お
い
て
東
郭
に
負
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と

い
う
『
江
戸
時
代
医
学
史
の
研
究
』（
二
五
七
頁
）。
ま
た
、
篤
胤
は

臨
床
家
と
し
て
の
北
山
友
松
子
を
『
志
都
能
石
屋
』
で
高
く
評
価
し

て
い
る
。
北
山
は
後
世
方
医
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
漢
方
理
論
に
関
し
て
は
、
東
郭
よ
り
は
、
江
戸

医
学
館
の
考
証
学
派
の
山
田
正
珍
を
多
く
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

引
用
に
当
た
っ
て
は
、
正
珍
、
又
は
、
正
珍
ぬ
し
、
又
は
圖
南
先
生
、

と
記
し
て
い
る
。
例
え
ば
、『
医
宗
仲
景
考
』（
五
三
六
頁
）
で
、
傷

寒
論
自
序
の
偽
託
や
否
や
の
件
で
は
、
篤
胤
は
こ
れ
を
偽
と
す
る
中

西
惟
忠
に
対
し
て
、
こ
れ
を
否
定
す
る
山
田
正
珍
を
強
く
支
持
し

て
い
る
。
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
刊
行
さ
れ
た
『
金
匱
玉
函
経
解
』

に
至
っ
て
は
、
吉
益
東
洞
の
長
男
で
、
万
病
は
一
毒
に
よ
っ
て
起
こ

る
が
、
こ
の
毒
の
乗
ず
る
と
こ
ろ
は
気
血
水
で
あ
る
と
い
う
学
説
を

た
て
た
吉
益
南
涯
の
名
前
も
あ
る
が
、
圧
倒
的
に
山
田
正
珍
の
『
傷

寒
論
集
成
』
に
お
け
る
学
説
に
対
す
る
批
判
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
篤
胤
は
一
応
ど
の
流
派
と
も
係
わ
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
篤
胤
が
結
局
い
ず
れ
の
流
派
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

の
か
は
更
に
検
討
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

た
だ
、
以
上
、
考
察
し
た
と
こ
ろ
を
見
る
限
り
、
篤
胤
が
こ
れ
ま

で
の
漢
方
理
論
を
画
期
す
る
よ
う
な
新
し
い
漢
方
原
理
を
唱
え
た
と

は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
篤
胤
は
、
蘭
方
の
病
因

論
を
摂
取
し
た
漢
方
理
論
を
構
想
し
て
は
い
な
い
。
さ
り
と
て
医
学

哲
学
の
範
囲
で
は
、
易
学
に
も
踏
み
込
ん
で
は
い
な
い
。

　

篤
胤
が
古
易
に
関
す
る
徹
底
的
な
研
究
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
比

べ
れ
ば
、
彼
の
医
学
哲
学
に
お
い
て
は
易
学
は
未
だ
係
わ
っ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
篤
胤
が
陰
陽
五
行
を
受
け
入
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら

か
で
、
そ
れ
は
鍼
灸
医
学
の
原
典
で
あ
る
『
素
問
』
を
引
用
し
て
い

る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。『
素
問
』
は
、
鍼
灸
を
は
じ
め
、
五
行
論
・

五
臓
論
な
ど
も
含
ん
で
い
る
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、
篤
胤
は
、
易
学

的
漢
方
理
論
を
構
想
し
て
い
な
い
。

　

さ
て
、
古
方
の
漢
方
臨
床
は
方
証
相
対
説
に
依
る
。
こ
の
場
合
、

必
ず
し
も
病
名
の
究
明
は
必
要
と
さ
れ
な
い
。
正
し
く
証
を
み
て
、

正
し
い
処
方
で
あ
れ
ば
療
治
で
き
る
。
一
方
、
と
り
わ
け
救
急
の
場

合
、
証
は
刻
一
刻
千
変
万
化
す
る
。
吉
田
寅
二
は
言
う
。「
漢
方
に

関
し
て
生
き
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
よ
う
な
剣
持
久
氏
の
判
断
力
を

も
っ
て
し
て
も
、
重
病
者
の
刻
々
に
変
化
す
る
証
を
正
確
に
と
ら
え

る
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
こ
と
と
思
う
。
そ
れ
は
証
と
い
う
も

の
は
今
こ
れ
だ
と
思
っ
て
も
、
す
ぐ
変
化
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
（
（（
（

。」

　

こ
こ
に
、
西
洋
医
学
の
解
剖
学
的
根
拠
に
基
づ
い
て
、
病
因
と
い

う
も
の
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
が
あ
る
。
医
師
と
し

て
、
篤
胤
は
こ
の
必
要
性
を
実
感
し
て
い
た
。「
志
を
定
め
る
と
は
、
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病
の
根
拠
を
探
り
出
す
こ
と
だ
」
と
言
う
。
こ
こ
で
、
今
一
度
、
篤

胤
が
西
洋
医
学
に
期
待
し
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
を
考
察
し
よ
う
。

篤
胤
の
西
洋
医
学
受
容
と
は
、
病
因
を
正
し
く
把
握
す
る
た
め
の
実

用
主
義
的
な
受
容
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
篤
胤
は
言
う
。

　
「
外
つ
国
よ
り
奉
る
種
々
の
中
に
、
医
薬
に
あ
づ
か
る
類
の
こ
と

は
、
追
々
申
す
通
り
の
訣
ゆ
え
、
別
し
て
御
国
の
用
を
な
す
で
ご
ざ

る
。
そ
れ
は
尤
も
善
い
こ
と
を
撰
ん
で
取
る
が
宜
し
い
が
、
そ
の
う

ち
に
西
洋
人
の
解
体
の
事
を
よ
く
明
ら
め
て
お
い
た
を
見
て
、
常
に

体
の
中
は
か
う
し
た
物
と
云
ふ
こ
と
を
心
得
る
が
肝
要
で
、
病
の
発

す
る
そ
の
原
を
知
ら
ね
ば
療
治
は
な
り
が
た
い
で
ご
ざ
る
（
（（
（

。」

　

と
は
い
え
、「
医
業
を
す
る
心
得
に
は
大
き
に
な
る
」
が
、
日
本

人
は
人
体
の
解
体
な
ど
し
な
い
ほ
う
が
よ
い
。
外
国
の
詳
し
い
書
物

を
み
て
、
そ
れ
で
わ
か
ら
な
け
れ
ば
獣
を
解
剖
す
る
く
ら
い
で
十
分

と
い
う
。「
人
の
体
を
細
密
に
断
割
て
見
る
な
ど
は
、
こ
り
ゃ
紅
夷

の
国
の
え
み
し
等
が
致
す
こ
と
で
、
ま
こ
と
に
え
び
す
臭
く
、
御
国

の
人
な
ど
な
す
べ
き
こ
と
で
な
い
。」
と
、
自
ら
は
四
度
は
実
見
し

た
結
果
、
そ
う
い
う
結
論
を
出
し
て
い
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、『
志
都
能
石
屋
』
は
、
西
洋
医
学
の
外
科
、
解

剖
生
理
、
内
科
、
の
い
ず
れ
も
有
用
で
あ
る
と
認
め
、
連
続
三
、
四

回
と
み
ら
れ
る
公
開
講
演
の
、
相
当
の
時
間
を
割
い
て
西
洋
医
学
で

明
ら
か
に
さ
れ
た
解
剖
生
理
の
解
説
を
し
て
い
る
。
講
演
の
中
で
篤

胤
は
、
参
考
図
書
と
し
て
は
、『
解
体
新
書
』、『
医
範
提
綱
』、『
西

説
内
科
提
要
』、
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る
が
、
講
義
で
引
用
し
て
い

る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
は
『
医
範
提
綱
』、『
解
体
新
書
』
か
ら
の
内
容

に
限
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
篤
胤
に
と
っ
て
内
科
の
内
容
こ
そ
病
因

を
知
る
上
で
参
考
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
残
念
な

が
ら
、『
西
説
内
科
提
要
』
の
内
容
を
講
演
録
の
中
に
跡
づ
け
る
こ

と
は
今
回
で
き
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
、
何
故
、
篤
胤
は
十
五
年
後
、『
医
宗
仲
景
考
』
で
は

西
洋
医
学
へ
の
評
価
を
大
き
く
下
げ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
次
の
箇
所
か
ら
、
西
洋
医
学
に
目
も
心
も
奪
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
医

者
仲
間
へ
の
篤
胤
の
嫌
悪
感
、
失
望
感
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

篤
胤
は
言
う
。「
神
の
医
道
の
淵
源
を
忘
れ
、
医
術
方
薬
を
よ
う
よ

う
に
難
艱
な
ら
し
め
、
遂
に
西
洋
風
の
小
智
を
振
い
て
迂
拘
な
る
方

薬
を
神
と
も
神
と
信
尊
み
、
そ
の
方
論
に
拘
々
た
る
藪
医
さ
へ
世
に

多
く
ふ
え
は
び
こ
ら
む
と
す
る
は
、
忌
ま
わ
し
き
こ
と
（
（（
（

」

　

そ
の
こ
と
は
平
野
重
誠
の
『
一
夕
醫
話
』
に
当
時
の
オ
ラ
ン
ダ
内

科
が
は
な
は
だ
不
備
で
あ
っ
た
と
の
記
録
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
裏
づ

け
ら
れ
る
（
（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
問
題
は
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。

篤
胤
の
西
洋
医
学
へ
の
根
本
的
な
危
惧
感
が
元
か
ら
あ
っ
た
の
が
、

こ
こ
に
き
て
は
っ
き
り
と
自
覚
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
す

で
に
『
志
都
能
石
屋
』
の
段
階
で
次
の
よ
う
な
、
今
日
に
も
通
じ
る

懸
念
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
彼
紅
夷
ら
、
世
に
は
真
の
神

あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
人
の
智
は
限
り
有
る
を
、
限
な
き
万
物
の
理
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り
を
考
へ
究
め
ん
と
欲
る
に
つ
い
て
は
強
た
る
説
多
く
、
元
よ
り
サ

カ
シ
ラ
な
る
国
風
な
る
故
に
、
現
在
の
小
理
に
拘
泥
て
、
か
え
っ
て

幽
神
の
大
儀
を
悟
ら
ず
。
そ
れ
故
に
そ
の
説
至
っ
て
窮
屈
に
し
て
我

が
古
道
の
妨
げ
に
な
る
事
も
多
い
で
ご
ざ
る
。
さ
り
な
が
ら
、
世
間

の
有
様
を
考
ふ
る
に
、
今
は
物
事
新
奇
を
好
む
風
俗
な
れ
ば
、
こ
の

学
風
も
儒
仏
の
道
の
栄
え
た
る
如
く
、
段
々
と
弘
ま
り
行
く
こ
と
で

あ
ろ
う
と
思
は
れ
る
。
し
か
ら
ん
に
は
、
世
の
た
め
人
の
た
め
と
な

る
べ
き
こ
と
も
多
か
ろ
う
な
れ
ど
も
、
又
害
と
な
る
こ
と
も
少
な
か

る
ま
い
と
思
は
れ
る
で
ご
ざ
る
（
（（
（

。」

結
語

　

篤
胤
の
医
学
哲
学
の
広
範
囲
な
取
り
組
み
の
中
で
、
何
が
そ
の
核

に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
か
。
論
者
は
篤
胤
は
医
学
の
限
界
を
素
直
に
見

つ
め
た
人
だ
と
思
う
。
そ
う
い
う
視
点
か
ら
考
え
る
な
ら
、
真
に
病

を
癒
す
に
は
神
明
の
加
護
が
不
可
欠
と
い
う
強
い
自
覚
が
篤
胤
に
ま

ず
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
篤
胤
は
『
霊
能
真
柱
』
下
巻
に
お

い
て
、
病
因
の
一
つ
を
邪
神
邪
霊
達
の
仕
業
と
見
定
め
て
い
た
。
篤

胤
自
身
の
臨
床
経
験
を
古
学
の
視
点
で
反
省
し
た
結
果
、
黄
泉
の
国

か
ら
来
た
と
思
わ
れ
る
ケ
ガ
レ
を
持
っ
た
憑
依
霊
が
、
病
の
底
の
隠

れ
た
原
因
と
し
て
あ
る
と
認
識
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
で

あ
ろ
う
が
、
エ
ビ
ス
と
し
て
の
医
薬
の
神
が
あ
く
ま
で
日
本
古
来
の

神
に
お
坐
し
ま
し
、
一
度
は
海
外
に
往
か
れ
た
オ
オ
ナ
モ
チ
ノ
命
ス

ク
ナ
ヒ
コ
ナ
ノ
命
が
斉
衡
三
年
に
茨
城
沖
か
ら
帰
国
な
さ
れ
た
こ
と

を
、『
志
都
能
石
屋
』
で
強
調
し
て
い
る
。
篤
胤
自
身
、
死
命
を
制

す
る
医
術
に
た
ず
さ
わ
る
も
の
と
し
て
、
医
薬
の
神
の
ご
加
護
を
、

今
、
願
え
る
こ
と
に
大
き
な
安
堵
を
覚
え
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
篤
胤
の
医
学
哲
学
の
根
底
に
は
、
こ
の
安
堵
と
喜
び
が
あ
り
、

そ
こ
か
ら
「
神
医
道
」
に
つ
い
て
の
論
考
が
進
ん
だ
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
こ
れ
を
直
接
論
証
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
困
難
で
は
あ
ろ
う
け

れ
ど
も
。
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