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日
本
古
代
に
お
い
て
、
医
療
機
関
が
設
立
さ
れ
始
め
た
の
は
、
奈
良
時
代
で
あ
る
。
こ
の
頃
医
疾
令
の
規
定
す
る
医
事
制
度
が
確
立
し
、

国
営
医
療
機
関
と
し
て
、
内
薬
司
と
典
薬
寮
が
設
置
さ
れ
た
。
内
薬
司
は
中
務
省
に
属
し
、
天
皇

・
中
宮

・
東
宮

の
診
療
を
担
当
す
る
機

関

で
あ
る
。

一
方
、
典
薬
寮
は
宮
内
省
に
属
し
、
五
位
以
上
の
官
人
の
医
療
を
担
当
し
、
医
師
等
を
養
成
す
る
機
関

で
あ
る
。

こ
れ
ら
に

舗

対
し

て

一
般
民
衆
を
医
療
対
象
と
し
て
国
家
が
設
置
し
た
の
が
、
施
薬
院
で
あ
る
。
施
薬
院
と
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
、
病
者

に
薬
を
施

し
、
治
療
す
る
機
関
と
し
て
置
か
れ
た
。

こ
の
施
薬
院
を
設
立
し
た
意
図
と
し
て
、
福
田
思
想
と
い
う
仏
教
の
影
響
が
あ
げ
ら
れ
る
。
又
、
政
治
的
に
も
徳
治
主
義
と
い
う
面
か

ら
、
民
衆
救
済
施
設
と
し
て
置
か
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
施
薬
院
は
、
病
人

へ
の
医
療
の
提
供
の
み
を
独
自
に
行
な

っ
て
い
た
の
で
は

な

く
、
困
窮
民
の
救
済
と
い
う
儒
教
的
徳
治
主
義
の
実
践
の

一
形
態
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

何
故
、
施
薬
院
と
い
う
民
衆
医
療
機
関
が
設
置
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
設
立
時
期
や
、
設
立
意
図
、
又
設
置
時
に
、
皇
后
宮
職

に
置

か
れ
た
理
由
な
ど
を
、
史
料
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

施
薬
院
は
、
設
置
時
皇
后
宮
職
の
封
戸
と
、
藤
原
氏
の
封
戸
の
庸
物
に
よ
り
、
運
営
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
た
め
か
、
平
安
時
代
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に
入

る
と
、
太
政
官
下
に
あ
り
な
が
ら
、
藤
原
氏
と
の
つ
な
が
り
が
深
く
な

っ
て
い
き
、
私
的
機
関
と
し
て
の
要
素
を
含
ん
で
く
る
。

財

源
の
面
で
、
設
置
時
よ
り
、
藤
原
氏
の
封
戸
が
充

て
ら
れ
て
お
り
、
冬
嗣
以
後
、
梶
位
に
登
り
、
第
直
に
列
す

る
者
は
各
百
戸
を
、

施
薬

・
勧
学
両
院
の
資
用
に
充
て
る
こ
と
が
恒
例
と
な

っ
て
い
た
こ
と
が

『小
右
記
』
に
よ
り
分
か
る
。

又
、
職
務
内
容
に
つ
い
て
も
、
藤
原
氏
女
の
居
宅
無
き
者
を
安
置
す
る
た
め
に
建
て
ら
れ
た
崇
親
院
の
管
理
が
含
ま
れ
て
き
た
り
、
藤

原
氏

の
氏
人
送
葬
を
任
さ
れ
た
り
す
る
な
ど
、
本
来

の
業
務
以
外

の
職
務
が
多
く
付
与
さ
れ
て
い
く
。

施
薬
院
は
、
職
口貝
と
し
て
、
藤
原
氏
が
多
く
任
命
さ
れ
る
な
ど
の
、
藤
原
氏
と
の
私
的
な

つ
な
が
り
を
も

っ
て
運
営
さ
れ
て
い
く
と
い
っ

た
な
か
で
、
単
な
る
藤
原
氏
の
私
的
機
関
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
国
か
ら
の
薬
分
稲
を
も
財
源
と
し
て
お
り
、
本
来
の
職
務
で

あ
る
病
人
の
収
養
も
行
な
い
、
国
家
機
関
と
し
て
の
役
割
も
残
し

つ
つ
、
そ
の
存
在
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

占

代
国
家
の
律
令
体
制
と
い
う
も
の
の
中

で
、
施
薬
院
は
、
何
故
こ
の
よ
う
な
半
官
半
民
と
い
っ
た
形
態
を
持
ち
、
本
来
の
業
務
以
外
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の
多

く
の
職
務
を
扱
う
よ
う
に
な
る
と
い

っ
た
こ
と
に
な

っ
て
い

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
又
、
そ
の
よ
う
な
形
態
を
保
持
し
な
が
ら
、
何
故

定
着

し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
六
国
史
や
律
令
関
係
史
料
、
及
び
藤
原
氏
関
係
の
日
記
な
ど
の
史
料
か
ら
、
そ
の
由
来
を
確
め
る

こ
と
や
、
こ
れ
ら
の
多
く
の
業
務
が
、
付
加
さ
れ
て
い

っ
た
経
緯
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
十
世
紀
ぐ
ら
い
ま
で
の
施
薬
院
の
こ
の
特
異

な
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

こ

こ
で
は
、
施
薬
院
の
半
官
半
民
と
い
う
、
古
代
律
令
制
下
に
お
い
て
、
特
異
な
形
態
を
持

つ
に
い
た

っ
た
過
程

を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
、
そ
の
設
立

・
規
定

・
財
源
及
び
職
務
内
容
に
分
け
て
、
ほ
ぼ
時
間
の
流
れ
に
そ
っ
て
追

っ
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
。

施
薬
院
を
設
立
す
る
要
因
と
し
て
、
仏
教
の
福
田
思
想
を
あ
げ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
現
在
私
達
が
考
え
る
医
療
施
設
と
施
薬
院
と
は

違
う
こ
と
が
分
か
る
。
施
薬
院
と
は
、
施
薬
行
為
を
民
衆
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
設
立
者
自
ら
に
福
を
招
く
と
同
時

に
、
人
民
に
自
ら
の
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徳

を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ

っ
た
。

施
薬
院
が
、
皇
后
宮
職
に
置
か
れ
た
こ
と
か
ら
も
単
な
る
国
家
機
関
と
は
、
存
在
を
異
に
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
又
、

こ
れ
は
、
設
置
時
よ
り
国
家
予
算
か
ら
以
外
に
、
藤
原
氏
の
封
戸
を
そ
の
財
源
の
基
盤
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
だ
ろ
う
。

こ
の
財
源
の
基
盤
が
、
完
全
に
国
家
予
算
だ
け
を
頼
り
と
せ
ず
、
藤
原
氏
の
封
戸
を
も
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
が
、
後
に
施
薬
院
の
職
務

の
内
に
、
藤
原
氏

へ
の
私
的
業
務
が
付
加
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
決
定
づ
け
た
と
も
い
え
る
。

藤
原
氏
が
、
天
平
二
年
の
施
薬
院
設
置
時
に
、
財
源
を
供
す
る
こ
と
と
な

っ
た
経
緯
は
明
ら
か
に
出
来
な
か

っ
た
が
、
施
薬
院
が
皇
后

宮
職

に
置
か
れ
た
こ
と
と
何
ら
か
の
関
わ
り
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

藤

原
氏
の
長
屋
王
の
変

へ
の
非
難
を
や
わ
ら
げ
る
と
い
う
政
治
的
配
慮
が
第

一
の
理
由
だ
と
は
考
え
に
く
い
が
、
純
粋
な
布
施
行
為
と

も

い
え
な
い
だ
ろ
う
。
多
少
な
り
と
も
何
ら
か
の
思
惑
が
あ

っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

施
薬
院
の
、
奈
良
時
代
末
か
ら
平
安
時
代

へ
の
経
過
を
、
財
源
の
面

で

『大
日
本
古
文
書
』

の
薬
物
の
請
文
か
ら
考
え
て
み
た
。

こ
の

こ
と

に
よ

っ
て
、
今
ま
で
の
、
施
薬
院
は
光
明
皇
太
后
崩
御
後

に
経
済
的
理
由
か
ら
廃
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
説
を
否
定
し
、
史
料

か
ら
、
崩
御
後
藤
原
仲
麻
呂
敗
死
直
前

で
も
活
動
し
、
財
源
も
あ

っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
、
施
薬
院
は
、
奈
良
時
代
末
も
継
続
し
て
活
動

を
し

て
お
り
、
そ
れ
を
藤
原
氏
が
支
え
続
け
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
安
時
代
に
施
薬
院
内
で
藤
原
氏
の
た
め
の
私
的
業
務
が
行
な
わ

れ

て
く
る
こ
と
に
な

っ
た
と
い
う
説
を
あ
げ
て
み
た
。

平
安
時
代
に
入
る
と
、
施
薬
院
は
、
藤
原
氏
の
私
的
機
関
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
く
。
承
和
三
年
の
藤
原
緒
嗣
等
の
奏
上
に
よ
り
、

勧
学
院
が
建
て
ら
れ
た
弘
仁
十
二
年
頃
、
施
薬
院
が
藤
原
氏
の
諸
親
絶
乏
の
者
の
救
済
を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

つ
ま
り
、
施
薬
院

と

い
う
公
的
機
関
に
お
い
て
、
平
安
時
代
に
入

っ
て
ま
も
な
く
、
藤
原
氏

へ
の
私
的
業
務
を
行
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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施
薬
院
は
、
国
家
機
関
と
い
う
こ
と
で
、
職
員
の
料
や
財
源
を
国
家
が
確
保
し
て
く
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
安
定
し
た
運
営
を
す
る
こ

と
が
出
来
、
又

一
方
で
、
藤
原
氏

の
継
続
し
た
寄
付
が
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
国
家
は
施
薬
院

の
運
営
費
の
負
担
が
軽

減
さ
れ
る
こ
と
に

な
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
律
令
制
下

に
お
い
て
、
半
官
半
民
と
い
う
特
異
な
性
格
を
も

つ
施
薬
院
と
い
う
機
関
が
出
来
た
要
因
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

藤

原
氏
は
、
平
安
時
代
に
入
り
、
施
薬
院
に
継
続
し
て
寄
付
を
行
な
い
、
そ
の
財
源
を
支
え
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と
が
藤
原
氏
に
と

っ

て
損
失

に
な
る
こ
と
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。

施
薬
院
は
、
『
延
喜
式
』
に
お
い
て
、
別
当
の

一
人
を
藤
原
氏
と
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
他
の
官
人
に
関

し
て
も
、
藤
原
氏

の
長
者
が
選
出
し
て
い
た
こ
と
が

『
西
宮
記
』
に
よ

っ
て
分
か
る
。
藤
原
氏
は
、
そ
の

一
族
か
ら
施
薬
院
官
人
を
出
し
、
又
、
諸
親
絶
乏

の
者

の
世
話
と
い
う
自
ら
の
私
的
業
務
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
寄
付
に
値
す
る
だ
け
の
も
の
が
か
え

っ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

施

薬
院
は
、
天
長
二
年
の
官
人
規
定
が
行
な
わ
れ
て
か
ら
、
そ
の
組
織
整
備
が
進
ん
で
い
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、
施
薬
院
が
果
し
て
き

た
藤

原
氏
女
の
救
済
と
い
う
役
割
を
、
崇
親
院

へ
と
分
離
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
崇
親
院
を
施
薬
院
に
隷
属
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
施

薬
院

の
財
源
を
使
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
藤
原
氏
は
、
自
ら
の
氏
人
送
葬
も
、
施
薬
院
の
業
務
に
し

て
い

っ
た
。

施
薬
院
は
、
国
家
機
関
と
し
て
、
本
来
の
職
務
で
あ
る
窮
病
人
の
収
養
と
救
療
を
行
な
い
、
私
的
機
関
と
し
て
、
崇
親
院
の
管
理
と
藤

原
氏

の
氏
人
送
葬
と
い
う
業
務
を
行
な

っ
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
の
業
務
の
拡
大
と
変
質
が
、
施
薬
院
を
衰
退
さ
せ
て
い
く
こ
と
と
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
又
、
施
薬
院

の
職
員
の
変
質
も

一
要
因
で
あ
ろ
う
。

こ
の
後
十

一
世
紀
以
降
、
施
薬
院
使
は
四
位
以
下
の
職
と
し
て
、
医
家
の
重
職
と
な
り
、
朝
廷

へ
の
奉
仕
や
官
人
の
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診
療

に
あ
た
る
よ
う
に
な

っ
て
い
く
。

民
衆
の
救
療
を
本
来
の
職
務
と
し
て
い
た
は
ず
の
施
薬
院
と
い
う
施
設
は
、
そ
の
職
務
か
ら
離
れ
、
窮
病
人

の
数

と
反
比
例
す
る
か
の

よ
う

に
衰
退
の

一
途
を
た
ど
る
こ
と
と
な

っ
た
。

こ
の
過
程
に
お
い
て
、
設
置
時
に
は
、
国
家
機
関
で
あ

っ
た
施
薬
院

が
、
平
安
時
代
に

入
り
、
半
官
半
民
と
い
っ
た
特
異
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
施
薬
院
は
、
藤
原
氏

の
継
続
的
な
寄
付
に
よ
り
、
財
源
の
供
給
を
行
な
い
、
そ
の
存
在
を
維
持
し
、
そ

の
か
わ
り
に
、
藤
原

氏

の
私
的
業
務
を
行
な
い
、
半
官
半
民
と
い
う
性
格
を
持

つ
機
関
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
と
な

っ
た
が
、
私
的
業
務
の
拡
大
に
と
も
な
い
、

本
来

の
職
務
が
行
な
わ
れ
な
く
な

っ
て
い
き
、

つ
い
に
は
、
民
衆
救
済
施
設
と
し
て
の
施
薬
院
は
衰
退
し
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
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