
『
竹
斎
』
の
瘡
気
療
治

松
　
本

健

は
じ
め
に

　
　
　
　
　
　
　
く
す
L
　
　
　
と
み
や
ま
ど
う
や

　
近
世
の
初
期
、
医
師
の
當
山
道
冶
（
一
五
八
四
－
ニ
ハ
三
四
一
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ぶ
く
す
L

て
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る
仮
名
草
子
『
竹
斎
』
に
は
、
薮
医
師
竹
斎
の
京
か

ら
江
戸
へ
の
旅
が
、
太
平
の
世
の
風
俗
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
る
。
場
面

は
犬
き
く
五
つ
に
分
け
ら
れ
、
名
残
の
京
内
参
り
・
京
か
ら
名
古
屋
へ
の

道
行
・
名
古
屋
で
の
療
治
謂
・
名
古
屋
か
ら
江
戸
へ
の
道
行
・
江
戸
の
礼

賛
、
と
名
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
名
古
屋
で
の
療
治
謂
で
は
、
竹
斎
の
滑
稽
な
療
治
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
の
だ
が
、
こ
れ
ま
で
こ
の
場
面
が
論
考
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
あ
ま
り

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
『
醒
睡
笑
』
な
ど
の
中
に
よ
く
似
た
ハ
ナ
シ
を
探

す
こ
と
も
で
き
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
は
特
に
分
析
を
要
し
な
い
類
型
的
笑

話
が
添
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
て
き
た
か
ら
で

あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
作
者
が
医
師
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
こ
の
見
方
は
改

め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
初
期
の
仮
名
草
子
は
本
来
、
作
者
の
す
ぐ

傍
に
い
た
人
た
ち
を
対
象
に
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
そ
れ
が

映
笑
に
収
飲
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
彼
等
の
身
近
．

な
間
題
ア
」
そ
が
反
映
さ
れ
て
い
た
と
昆
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
竹
斎
』
の
モ
チ
ー
フ
は
、
新
時
代
の
幕
開
け
と
い
う
も
の
に
対
す
る

作
者
の
眼
差
し
で
あ
っ
た
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
旅
の
見
聞
を
綴
っ
た

場
面
で
は
そ
の
あ
ら
わ
れ
を
容
易
に
確
認
し
て
い
く
甲
」
と
が
で
き
る
の
だ

が
、
療
治
謂
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
は
少
し
複
雑
な
手
続
き
を
必
要
と
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
間
題
は
医
学
の
専
門
的
な
世
界
の
中
に
あ
っ
た
。

　
近
世
の
初
期
、
日
本
の
医
学
は
急
激
な
成
長
を
遂
げ
て
い
た
。
田
岱
二

喜
二
四
六
五
－
一
五
三
七
）
に
よ
っ
て
金
・
元
の
李
朱
（
李
果
・
朱
丹

渓
一
医
学
の
教
育
を
受
け
た
曲
直
瀬
道
三
一
一
五
〇
七
；
一
五
九
四
一
は
、

安
土
桃
山
時
代
に
中
世
ま
で
の
仏
教
医
学
を
一
掃
す
べ
く
、
実
証
的
医
学

研
究
を
天
下
に
唱
え
、
八
百
人
の
門
人
を
育
成
し
、
医
学
の
近
世
を
切
り

開
い
た
。
そ
し
て
曲
直
瀬
道
三
の
養
子
曲
直
瀬
玄
朔
一
一
五
四
九
－
一
六

三
一
）
は
、
江
戸
時
代
の
初
頭
に
曲
直
瀬
流
医
学
を
大
成
さ
せ
、
以
後
数

多
の
法
印
・
法
眼
を
輩
出
す
る
曲
直
瀬
学
派
を
確
立
し
た
。

　
こ
こ
か
ら
の
医
学
は
臨
床
経
験
に
基
づ
い
て
段
階
的
に
、
そ
し
て
着
実

に
構
築
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
、
医
学
者
た
ち
は
新
た
な
試

練
と
向
か
い
合
う
こ
と
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
。
宗
教
を
離
れ
、
科
学
と
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い
う
新
し
い
個
値
体
系
を
得
る
こ
と
は
、
彼
等
が
未
だ
解
明
せ
ざ
る
事
の

多
さ
を
自
覚
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
中
国
に
学
び
、
本
朝

の
医
学
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
彼
等
が
、
濫
か
な
る
道
程
と
眼
前

の
患
者
の
両
方
と
向
き
合
っ
て
い
た
中
、
「
延
寿
院
一
曲
直
瀬
玄
朔
一
弟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
茗
一

子
」
で
あ
り
「
医
道
名
誉
之
学
者
」
で
あ
っ
た
富
山
道
冶
は
、
『
竹
斎
』

を
作
っ
た
。

　
京
を
旅
立
ち
名
古
屋
に
到
着
し
た
薮
医
師
竹
斎
は
、
八
人
の
患
者
に
療

治
を
施
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
独
特
な
方
法
の
結
果
、
成
功
に
よ
る
賞
賛

と
失
敗
に
よ
る
非
難
の
両
方
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
失
敗
ば
か
り
が
描

か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
療
治
謂
が
単
な
る
薮
療
治

の
笑
話
で
は
な
い
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
注
目
し
た

い
の
は
四
人
目
の
患
者
の
療
治
で
あ
る
。

　
か
さ
け

　
瘡
気
の
患
者
に
対
し
て
竹
斎
は
、
薬
と
は
別
に
好
物
一
食
べ
る
と
良
い

物
）
の
リ
ス
ト
も
書
い
て
与
え
る
。
し
か
し
そ
の
療
治
に
効
果
は
な
く
、

患
者
か
ら
非
難
を
受
け
て
し
ま
う
。
す
る
と
竹
斎
は
謡
本
を
医
書
に
見
立

て
て
読
み
上
げ
、
病
状
の
進
行
は
仕
方
の
な
い
こ
と
で
白
分
に
は
非
が
な

い
と
う
そ
ぶ
く
。

　
薬
の
投
与
・
好
物
の
捉
示
・
医
書
に
よ
る
講
釈
、
一
」
の
三
つ
に
よ
っ
て

竹
斎
は
形
だ
け
は
曲
直
瀬
流
の
名
医
と
し
て
の
振
る
舞
い
を
完
成
さ
せ
た

の
で
あ
る
が
、
結
果
は
失
敗
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
気
に
な
っ
て
く
る
の
は

こ
の
場
面
で
示
さ
れ
た
好
物
の
品
目
で
あ
る
。
古
活
字
本
で
は
、

一
と
び
の
や
き
も
の
　
す
ジ
め
の
す
し

ぼ
う
の
ま
る
や
き
　
た
か
の
し
ほ
づ
け

う
の
や
き
と
り
　
く
じ
ら
の
に
も
の

　
か
ら
す
の
み
そ
づ
け
　
ご

　
も
ず
の
や
き
鳥
　
ふ
く
ろ

よ
た
か
の
あ
ぶ
ら
あ
げ
わ

し
の
す
い
り
　
川
う
そ
の
ま
る
や
き

　
　
　
　
＾
2
〕

き
じ
の
す
し

と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
リ
ス
ト
は
現
代
の
感
覚
で
は
実
在
し
な
い
空
想

上
の
食
べ
物
の
列
記
と
見
受
け
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
の
荒
唐
な
あ
り
さ
ま

に
こ
そ
滑
稽
性
が
あ
っ
た
と
考
え
た
く
な
る
。

　
し
か
し
、
当
時
の
医
書
を
縄
い
て
み
れ
ば
、
そ
れ
と
は
ま
た
違
っ
た
見

方
が
発
昆
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
薮
医
師
と
設
定
さ
れ
た
主
人
公
に

作
者
は
何
を
さ
せ
て
、
読
者
は
何
を
笑
っ
て
い
た
の
か
。
当
時
の
感
覚
を

類
推
し
て
療
治
謂
を
読
み
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
が
竹
斎
に
仮
託
し

て
い
た
も
の
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

近
世
初
期
ま
で
の
医
学
と
瘡
気

　
近
世
の
医
と
食
の
発
想
は
本
草
書
に
拠
っ
て
い
た
。

　
紀
元
前
の
中
国
に
お
い
て
薬
草
研
究
と
し
て
始
ま
っ
た
本
草
学
は
、
六

世
紀
初
頭
に
南
斉
の
陶
弘
景
に
よ
っ
て
『
神
農
本
草
経
集
註
』
と
い
う
形

に
集
約
さ
れ
た
。
『
神
農
本
草
経
集
註
』
は
奈
良
朝
以
前
に
日
本
に
伝
来

し
て
お
り
、
そ
の
後
に
さ
ら
に
発
展
し
て
い
く
研
究
も
順
次
渡
っ
て
く
る

こ
と
に
な
る
。
平
安
初
期
に
は
唐
の
蘇
敬
に
よ
る
『
新
修
本
草
』
、
孟
読

に
よ
る
『
食
療
本
草
』
も
移
入
さ
れ
て
い
る
。
宋
代
に
は
唐
慎
微
に
よ
っ

て
古
来
の
本
草
書
の
集
大
成
『
経
史
証
類
備
急
本
草
』
が
纏
め
ら
れ
、
そ

の
異
本
『
経
史
証
類
大
観
本
草
』
や
『
政
和
新
修
経
史
証
類
備
用
本
草
』

も
含
め
て
日
本
は
吸
収
し
て
い
る
。

　
『
経
史
証
類
備
急
本
草
』
は
動
植
物
か
ら
鉱
物
に
至
る
ま
で
、
白
然
界

の
様
々
な
物
が
持
つ
性
質
と
人
間
へ
の
能
毒
（
効
能
と
毒
性
）
を
記
す
も
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の
で
あ
り
、
平
安
期
か
ら
近
世
初
期
ま
で
の
日
本
の
本
草
学
の
主
流
テ
キ

ス
ト
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
影
響
を
日
本
で
具
現
化
し
た
最
初

の
本
格
的
本
草
書
は
、
お
そ
ら
く
十
六
世
紀
後
期
に
成
立
し
た
曲
直
瀬
道

三
の
『
宜
禁
本
草
』
で
あ
る
。
近
世
の
初
期
、
あ
る
病
気
に
つ
い
て
の
好

物
と
い
う
も
の
が
語
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
内
容
を
吟
昧
す
る
た
め
に
最
初

に
参
照
す
べ
き
医
書
は
こ
の
『
宜
禁
本
草
』
と
い
う
7
」
と
に
な
ろ
う
。

　
と
甲
」
ろ
で
、
瘡
気
と
は
現
代
で
は
梅
毒
一
徽
毒
一
と
呼
ば
れ
て
い
る
病

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
ぱ
い
そ
う

気
の
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
そ
れ
は
近
世
に
お
い
て
は
楊
梅
瘡
と
い
う
学

名
を
得
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
『
竹
斎
』
よ
り
六
十
年
ほ
ど
下
っ
た
貞

享
三
年
（
ニ
ハ
八
六
一
の
病
名
辞
典
、
盧
川
桂
洲
の
『
病
名
彙
解
』
に
は

楊
梅
瘡
の
項
が
立
て
ら
れ
、
そ
こ
に
は
代
表
的
な
俗
名
で
あ
る
ト
ウ
ガ
サ

（
唐
瘡
）
の
他
、
マ
メ
ガ
サ
（
豆
瘡
）
・
綿
花
瘡
・
黄
豆
瘡
・
天
庖
瘡
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
一

翻
花
瘡
・
大
風
痘
と
い
っ
た
別
名
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
こ
の
病
気
に
と
っ
て
の
好
物
は
、
『
宜
禁
本
草
』
か
ら
ど
の

よ
う
に
わ
か
る
の
だ
ろ
う
か
。
ブ
」
の
書
に
は
食
物
素
材
ご
と
に
そ
の
性
質

と
能
毒
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
竹
斎
が
リ
ス
ト
に
書
い
た
品

目
の
素
材
を
探
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
る
と
、
と
び
・
す
ず
め
・
か
ら

す
・
ご
ぼ
う
・
も
ず
・
ふ
く
ろ
う
・
く
じ
ら
・
か
わ
う
そ
・
き
じ
の
名
前

　
　
　
　
　
　
　
一
』
一

は
容
易
に
見
つ
か
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
薬
効
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
瘡
気
を
表
す
病
気
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

　
空
振
り
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
二
つ
の
重
要
な
発
想
を
導

い
て
い
る
。

　
ま
ず
、
竹
斎
が
リ
ス
ト
に
書
い
た
品
目
の
素
材
は
、
そ
の
殆
ど
が
『
宜

禁
本
草
』
に
記
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
本
草
に
お

い
て
は
既
に
頻
繁
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
馴
染
み
の
食
物
素
材
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
リ
ス
ト
に
並
ん
だ
様
々
な
動
植
物
の
名
前

そ
の
も
の
に
は
滑
稽
性
は
な
か
っ
た
と
い
う
甲
」
と
を
認
識
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
し
て
、
『
宜
禁
本
草
』
に
瘡
気
の
記
述
が
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
合

わ
せ
る
と
、
作
者
が
竹
斎
に
書
か
せ
た
リ
ス
ト
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
読

み
と
る
た
め
に
は
、
日
本
に
お
け
る
こ
の
病
気
の
療
治
の
歴
史
を
注
意
深

く
た
ど
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
ザ
」
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
ま
ず
、
近
世
初
期
の
日
本
に
お
け
る
最
も
正
統
な
る
医
書
と
し

て
、
天
正
二
年
一
一
五
七
四
一
に
曲
直
瀬
遺
三
が
八
巻
に
及
ん
で
纏
め
た

『
啓
迫
集
』
か
ら
瘡
気
に
関
す
る
記
述
を
探
し
て
み
る
。
す
る
と
、
〈
は

れ
も
の
・
で
き
も
の
〉
の
病
気
を
集
め
た
「
瘡
瘍
門
」
の
末
尾
に
、

○
楊
梅
天
庖
瘡
証
治

圃
楊
梅
瘡
或
名
綿
花
近
年
以
来
極
多
至
今
未
息
世
俗
多
用
癩
風
之

薬
治
之
但
庸
医
努
速
効
軽
粉
丹
爵
等
毒
剤
・
…
－

囲
素
無
天
庖
楊
梅
綿
花
等
瘡
近
来
盛
行
関
諸
方
皆
無
治
法
惟
丹
渓

通
聖
中
加
減
量
人
厚
薄
治
療
得
効
雛
遅
而
病
者
十
無
一
壊
世
俗
皆
不

遵
用
惟
口
伝
筆
授
不
審
虚
実
冷
熱
遂
以
軽
粉
雄
黄
龍
爵
諸
毒
之
剤
攻

　
　
＾
一
↓

之
…
…

と
の
記
述
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
楊
梅
瘡
・
天
庖
瘡
の
病
証
と

治
法
」
と
し
て
、
引
用
部
分
の
前
半
に
は
楊
梅
瘡
に
つ
い
て
、
綿
花
瘡
と

い
う
別
名
を
持
？
」
と
、
近
年
に
な
っ
て
か
ら
流
行
し
未
だ
終
息
し
て
い

な
い
こ
と
、
世
間
で
は
瘤
風
の
薬
を
用
い
て
い
る
こ
と
、
庸
医
は
速
効
を

得
よ
う
と
し
て
軽
粉
・
鉛
丹
・
爵
香
等
の
毒
薬
を
調
剤
し
て
い
る
こ
と
が
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述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
後
半
部
に
は
天
庖
瘡
・
楊
梅
瘡
・
綿
花
瘡
に

つ
い
て
、
元
来
こ
（
れ
ら
一
の
瘡
瘍
は
無
か
っ
た
が
近
年
流
行
し
て
い
る

こ
と
、
諸
方
書
を
見
て
も
治
方
が
載
っ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
朱
丹
渓

の
成
功
例
と
世
間
で
の
不
適
切
な
療
治
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
楊
梅
瘡
が
新
し
い
病
気
で
あ
り
、
未
だ
適
当
な
薬
も
な
く
、
療
治
の
難

し
い
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
、
圃
と
囲
の
略
号
が
示
す
と
お
り
、
こ
の
記
述
の
前
半
部
分
は

明
の
王
永
輔
の
医
書
『
恵
済
方
』
の
、
そ
し
て
後
半
部
分
は
明
の
呉
球
の

医
書
『
諸
症
弁
疑
』
の
記
述
の
要
約
で
↓
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
こ
れ
だ
け
で
は
当
時
の
日
本
に
お
け
る
瘡
気
に
対
す
る
認
識
の

標
準
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
曲
直
瀬
道
三
自
身
の
療
治
例
が
記
さ
れ
て

い
る
『
出
証
配
剤
』
を
縄
い
て
み
て
も
、
瘡
気
と
解
釈
で
き
る
病
名
を
見

る
一
」
と
は
な
い
。
結
局
の
と
一
」
ろ
、
『
啓
適
集
』
の
こ
の
記
述
が
曲
直
瀬

道
三
の
ど
れ
だ
け
の
実
感
を
伴
う
も
の
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
わ
か
ら

な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
『
啓
迫
集
』
の
「
瘡
瘍
門
」
で
は
、
〈
は
れ
も
の
・
で

き
も
の
V
全
般
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
食
物
宜
禁
に
該
当
す
る
記
述
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

○
瘡
瘍
飲
食
居
処
之
忌
戒
隔
團

湿
廼
灸
樽
煎
妙
醜
蔵
法
酒
肥
牛
羊
鶏
獺
虫
魚
之
類
宜
禁
之
－

　
生
麺
・
灸
っ
た
も
の
・
焼
い
た
も
の
・
煮
詰
め
た
も
の
・
妙
っ
た
も

の
・
塩
漬
け
に
し
た
も
の
・
常
法
ど
お
り
に
醸
造
し
た
酒
・
肥
え
た
牛
・

羊
・
鶏
・
鷲
鳥
・
虫
・
魚
の
類
を
禁
と
し
て
い
る
。
福
田
安
典
氏
の
「
『
竹

斎
』
－
－
モ
デ
ル
論
へ
の
試
み

に
つ
い
て
、

一
6
）

」
で
は
、

こ
れ
を
根
拠
に
瘡
気
療
治

曲
直
瀬
流
で
は
肉
類
の
塩
漬
け
等
全
て
禁
じ
て
い
る
。
竹
斎
は
全
く

そ
の
逆
を
行
う
が
、
こ
れ
も
そ
の
薮
加
減
を
強
調
す
る
為
に
殊
更
に

肉
類
を
列
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
『
啓
迫
集
』
の
こ
の
記
述
は
隔
團

の
略
号
が
示
す
と
お
り
、
宋
の
陳
自
明
が
臓
肺
の
失
調
と
灘
疽
一
癬
は
浅

く
て
犬
き
な
で
き
も
の
、
疽
は
深
く
て
悪
性
の
で
き
も
の
一
の
関
係
を
説

い
た
医
書
『
外
科
精
要
』
に
お
い
て
、
病
を
限
定
せ
ず
に
書
い
た
「
飲
食

居
処
戒
忌
第
三
十
七
」
の
中
の
「
乾
湿
麺
灸
煉
煎
妙
酪
蔵
法
酒
生
冷
滞
鳳

　
　
　
　
一
ヱ

牛
羊
鶏
驚
魚
」
と
い
う
禁
の
内
容
に
沿
う
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
つ
ま

り
、
『
啓
辿
集
』
の
こ
の
記
述
が
く
は
れ
も
の
・
で
き
も
の
V
に
関
す
る

も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
楊
梅
瘡
一
瘡
気
）
の
食
物
禁
と
し
て
は
ど
の
程
度

に
意
識
さ
れ
て
書
か
れ
た
り
読
ま
れ
た
り
し
た
も
の
だ
っ
た
の
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
は
定
か
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
少
な
く
と
も
曲
直
瀬
道
三
に
は
こ
れ
を
楊
梅
瘡
の
禁
と
す
る
意
識
は
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
病
気
は
『
竹
斎
』
に
、
「
か
さ
の

や
ま
ひ
の
く
せ
と
し
て
　
は
な
は
く
さ
り
て
お
ち
け
れ
ば
　
す
ね
は
お
れ

て
ぞ
の
き
に
け
り
」
と
描
か
れ
た
よ
う
に
病
状
の
進
行
の
様
子
に
大
き
な

特
徴
を
見
せ
る
病
気
で
あ
っ
た
。
こ
の
病
気
に
対
し
て
は
っ
き
り
と
し
た

認
識
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
彼
の
医
書
に
は
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
記
述
が

あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
曲
直
瀬
導
二
が
没
し
た
の
は
『
竹

斎
』
成
立
の
三
十
年
前
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
瘡
気
は
彼
の
時
代
に
日
本

■4■



に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
疑
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
十
七
世
紀
の
終
わ
り
に
編
ま
れ
た
香
月
牛
山
の
医
書
『
牛
山
活
套
』

楊
梅
瘡
の
項
に
は
、

楊
梅
瘡
経
日
不
愈
者
ハ
或
ハ
鼻
燭
レ
鼻
柱
朽
落
シ
ロ
臭
ク
唇
嵌
ケ
或

ハ
腕
ノ
折
目
臓
中
ニ
ア
ツ
マ
リ
…
…
其
人
終
二
廃
人
ト
ナ
ル
者
ナ
リ

…
…
此
瘡
中
華
ニ
モ
古
ハ
ア
ル
事
ナ
シ
近
世
広
東
ヨ
リ
伝
染
ス
ル
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
呂
一

因
テ
…
…
和
俗
此
瘡
ヲ
唐
瘡
上
ム
モ
広
東
瘡
上
ム
事
ナ
ル
ベ
シ
・
…
：

と
書
か
れ
て
い
る
。
近
世
も
中
期
に
な
れ
ば
こ
の
病
気
の
症
状
が
確
か
に

認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の
病
気
が
、
近
世
に
な
っ

て
か
ら
中
国
か
ら
渡
っ
て
き
た
ポ
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と

も
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
十
八
世
紀
の
中
頃
、
山
脇
東
門
に
よ
っ
て
著
さ

れ
た
『
東
門
随
筆
』
で
は
こ
の
病
気
は
湿
毒
の
名
で
呼
ば
れ
次
の
よ
う
に

説
明
さ
れ
て
い
る
。

湿
毒
ハ
本
　
本
朝
ニ
ハ
ナ
カ
リ
シ
ガ
国
初
ノ
頃
華
人
長
崎
二
来
リ
シ

者
其
毒
ヲ
妓
女
二
伝
ヘ
タ
ル
ガ
今
世
上
二
広
ガ
リ
タ
ル
ヨ
シ
故
二
初

ハ
斯
病
ヲ
唐
瘡
上
ム
タ
ル
ト
ヤ
サ
レ
ド
古
キ
和
書
二
瘡
毒
ノ
事
所
々

二
見
ヘ
タ
リ
昔
ハ
ト
モ
ア
レ
当
時
斯
毒
三
大
都
ノ
外
都
会
輻
鞍
ノ
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
9
〕

卑
賎
ノ
者
二
最
多
シ
…
…

　
日
本
で
の
瘡
気
の
発
症
が
実
際
の
と
こ
ろ
い
つ
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
た

ど
っ
た
も
の
か
は
確
認
の
し
よ
う
が
な
い
が
、
近
世
初
頭
に
舶
来
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
日

本
に
お
い
て
実
際
に
流
行
し
た
の
は
し
ば
ら
く
後
に
な
っ
て
か
ら
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
は
曲
直
瀬
遵
二
の
『
衆
方
規
矩
』
に
増
補
さ
れ
て
い
っ
た
記

述
の
内
容
か
ら
わ
か
る
。
『
衆
方
規
矩
』
は
曲
直
瀬
導
二
が
執
筆
し
、
曲

直
瀬
玄
朔
が
加
筆
し
た
医
書
で
あ
る
が
、
刊
本
と
し
て
ひ
と
た
び
世
に
出

る
と
医
療
の
基
本
書
と
し
て
広
く
求
め
ら
れ
、
増
補
・
改
訂
を
繰
り
返
し

な
が
ら
二
百
年
の
間
に
二
十
数
種
の
版
本
を
誕
生
さ
せ
、
医
家
か
ら
一
般

家
庭
に
ま
で
流
布
し
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
『
衆
方
規
矩
』
の
寛
政
十
二
年
一
一
八
○
〇
一
版
『
医
療
衆
方
規

矩
』
に
は
、
楊
梅
瘡
に
有
効
な
薬
と
し
て
、
二
十
四
味
流
気
飲
・
捜
風
解

毒
湯
・
換
肌
消
毒
散
・
六
物
解
毒
湯
・
通
仙
五
宝
丹
・
鹿
角
散
・
薫
薬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
一

方
・
青
木
膏
な
ど
の
名
前
が
並
び
そ
れ
ぞ
れ
の
効
能
が
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
附
録
の
「
妙
薬
門
外
科
」
に
は
楊
梅
瘡
の
項
も
立
て
ら
れ
、

楊
梅
瘡
ニ
ハ
土
秩
苓
四
両
　
桔
梗
防
風
各
一
両
　
乳
香
没
薬
各
五
分

　
右
水
五
椀
煎
／
三
椀
二
至
リ
温
メ
テ
一
日
二
服
シ
尽
ス
茶
水
諸
物

ヲ
忌
五
貼
二
／
全
ク
除
ク
鉄
器
ヲ
忌
〇
一
方
楊
梅
瘡
ノ
毒
年
久
フ
ー

愈
ザ
ル
ニ
ハ
苦
参
根
ヲ
連
ネ
葉
ヲ
帯
滴
デ
下
シ
鳩
燭
シ
汁
ヲ
取
酒

二
和
－
飲

と
処
方
が
独
立
し
て
示
さ
れ
て
も
い
る
。
こ
の
病
気
の
流
行
が
薬
の
開
発

を
生
み
、
こ
れ
ら
の
記
述
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　
し
か
し
、
『
衆
方
規
矩
』
の
う
ち
現
在
確
認
で
き
る
最
も
古
い
版
本
で

あ
る
寛
永
士
二
年
一
ニ
ハ
三
六
・
玄
朔
没
か
ら
五
年
後
一
の
『
改
正
新
版

衆
方
規
矩
』
で
は
、
瘡
気
を
表
す
と
思
わ
れ
る
病
気
に
つ
い
て
は
、
上
巻

の
九
文
湯
と
い
う
薬
の
解
説
に
、
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○
瘡
気
有
内
難
発
出
与
此
湯
則
悉
発
出
又
因
加
減
内
消
亦
可

そ
し
て
中
巻
の
防
風
通
聖
散
と
い
う
薬
の
解
説
に
、

○
済
癬
楊
梅
癌
瘡
良
久
者
用
此
湯
間
有
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
H
一

と
書
か
れ
て
い
る
の
み
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
近
世
の
中
後
期
に
比
べ
前
期

に
は
、
こ
の
病
気
の
流
行
の
規
模
が
未
だ
小
さ
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
寛
保
二
年
一
一
七
四
二
一
の
下
津
春
抱
子
『
校
正
衆
方
規
矩
』
は
、

『
衆
方
規
矩
』
の
そ
れ
ぞ
れ
の
記
述
の
出
典
を
調
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
「
流
癬
楊
梅
癌
瘡
…
－
」
の
出
典
は
明
の
襲
廷
賢
の
『
万
病
回
春
』

で
あ
る
こ
と
が
、
そ
し
て
「
瘡
気
有
内
…
…
」
の
出
典
は
曲
直
瀬
家
の
家

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ぱ
一

伝
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
い
わ
ば
学
名
と

し
て
の
楊
梅
瘡
と
い
う
名
と
、
当
時
ま
で
日
本
で
使
わ
れ
て
い
た
俗
名
と

し
て
の
瘡
気
と
い
う
名
が
共
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
曲
直
瀬
道
三
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
曲
直
瀬
玄
朔
も
一
」
れ
ら
を
同
一
の
も
の
と
判
断
で
き

て
い
な
か
っ
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
、
日
本
に
お
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
の
流
行
も
な
く
不
明
な
点
も

多
か
っ
た
は
ず
の
こ
の
瘡
気
を
、
医
学
者
た
ち
は
ど
の
段
階
で
楊
梅
瘡
と

い
う
学
名
と
そ
の
療
治
法
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
7
」
こ
で

近
世
の
初
期
と
い
う
時
代
が
本
草
学
の
転
換
期
で
あ
っ
た
こ
と
に
語
が
及

ぶ
こ
と
に
な
る
。

二
　
『
本
草
綱
圏
』

の
到
来
と
研
究
進
度
へ
の
意
識

　
近
世
の
初
期
ま
で
、
日
本
の
本
草
学
の
主
流
テ
キ
ス
ト
は
平
安
期
か
ら

の
宋
代
の
『
経
史
証
類
備
急
本
草
』
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、

そ
こ
に
新
し
い
本
草
学
が
渡
っ
て
く
る
。
明
の
李
時
珍
に
よ
っ
て
従
来
の

本
草
学
を
一
掃
す
る
詳
細
に
し
て
明
解
な
『
本
草
綱
目
』
一
万
暦
二
十
四

年
一
が
刊
行
さ
れ
、
そ
れ
は
そ
の
十
一
年
後
の
慶
長
十
二
年
（
ニ
ハ
〇
七
）
、

初
め
て
日
本
人
が
手
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
船
載
書
の
物
色
の
た
め
長

崎
に
出
向
い
て
い
た
林
羅
山
の
目
に
留
ま
り
、
駿
府
に
退
い
て
い
た
家
康

の
も
と
に
差
し
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
本
草
に
興
昧
を
持
ち
良

書
を
探
し
て
い
た
家
康
を
満
足
さ
せ
た
記
録
も
残
り
、
こ
れ
は
さ
ら
に
江

戸
の
秀
忠
の
も
と
に
送
ら
れ
た
。

　
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
か
ら
秀
忠
に
仕
え
る
こ
と
に
な
っ
た
曲
直
瀬
玄
朔

は
、
江
戸
に
到
着
し
た
『
本
草
綱
目
』
を
さ
っ
そ
く
参
看
し
、
本
書
の
頭

部
に
墨
書
し
て
い
る
。
彼
の
参
看
は
『
薬
性
能
毒
』
一
慶
長
十
三
年
一
の

敗
文
に
も
書
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
日
本
の
新
た
な
本
草
学
が
始
ま
っ

た
。
彼
は
後
に
本
書
を
要
約
し
て
「
食
性
能
毒
」
の
著
述
も
し
て
い
る
。

　
『
本
草
綱
目
』
一
金
陵
本
一
の
巻
四
中
「
百
病
主
治
薬
下
」
に
は
楊
梅
瘡

の
項
が
立
て
ら
れ
、
土
扶
苓
を
筆
頭
に
、
五
十
種
を
超
え
る
薬
素
材
が
記

さ
れ
て
い
る
。
中
国
に
お
い
て
既
に
こ
の
病
気
が
盛
ん
に
な
り
、
薬
の
発

見
に
も
力
が
入
れ
ら
れ
た
ヂ
」
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
こ
の
土
扶
苓
で

あ
る
が
、
こ
れ
が
こ
の
病
気
の
特
効
薬
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
巻
十
八
下
「
草
之
七
」
の
土
侠
苓
の
項
に
は
、
楊
梅
瘡
の
甲
」
と
が
詳
し

く
書
か
れ
て
お
り
、
こ
の
病
気
の
大
方
が
解
明
さ
れ
て
き
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
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…
…
時
珍
日
楊
梅
瘡
古
方
不
載
亦
無
病
者
近
時
起
干
嶺
表
伝
及
四
方

…
…
今
医
家
有
捜
瓜
解
毒
湯
治
楊
梅
瘡
…
…
惟
忌
飲
茶
及
牛
羊
鶏
驚

魚
肉
焼
酒
法
廼
房
労
蓋
秘
方
也

　
こ
こ
で
も
や
は
り
こ
の
病
気
が
近
世
に
な
っ
て
か
ら
お
甲
」
っ
た
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
だ
が
、
さ
ら
に
は
最
も
適
切
な
療
治
と
し

て
土
俣
苓
を
用
い
た
捜
風
解
毒
湯
の
処
方
が
述
べ
ら
れ
、
そ
し
て
初
め
て

こ
の
病
気
に
と
っ
て
の
食
物
の
宜
禁
が
明
確
に
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
た
だ
茶
を
飲
む
こ
と
、
及
び
牛
・
羊
・
鶏
・
驚
・
魚
の
肉
・
焼
酒
・
法

廼
・
過
度
の
房
事
を
忌
む
、
蓋
し
秘
方
也
」
と
の
こ
と
で
、
禁
の
み
の
記

述
で
あ
る
が
、
こ
の
内
容
は
先
に
引
い
た
宋
の
陳
自
明
の
医
書
『
外
科
精

要
』
「
飲
食
居
処
戒
忌
第
三
十
七
」
を
思
い
起
ブ
」
さ
せ
る
。
そ
れ
は
つ
ま

り
先
に
疑
間
を
呈
し
て
お
い
た
曲
直
瀬
道
三
の
『
啓
迫
集
』
「
瘡
瘍
門
」

で
書
か
れ
た
食
物
の
禁
が
、
結
果
的
に
楊
梅
瘡
の
禁
の
正
解
を
示
し
て
い

た
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
曲
直
瀬
遭
三
は
文
禄
三
年
一
一
五
九
四
一
に
没

し
て
い
る
た
め
万
暦
二
十
四
年
一
一
五
九
六
一
に
刊
行
さ
れ
た
『
本
草
綱

目
』
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
日
本
に
無
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
病
気

の
食
物
禁
を
言
い
当
て
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
曲
直
瀬
遵
二
の

天
才
的
な
洞
察
力
に
求
め
た
く
も
な
る
が
、
実
際
の
と
一
」
ろ
そ
の
よ
う
な

こ
と
で
は
な
く
こ
の
病
気
の
特
殊
性
に
こ
そ
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
　
『
外
科
精
要
』
の
「
飲
食
居
処
戒
忌
第
三
十

七
」
は
、
皮
膚
に
症
状
の
現
れ
る
内
臓
疾
患
全
般
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
甲
」
に
楊
梅
瘡
の
名
が
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
そ

し
て
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
こ
の
病
気
が
古
方
に
記
さ
れ
て
い
な

い
新
し
い
病
気
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
『
本
草
綱
目
』
で

の
記
述
は
、
確
か
な
根
拠
も
な
い
ま
ま
李
時
珍
が
、
瘡
瘍
の
食
物
禁
を
最

大
公
約
数
的
に
利
用
し
た
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ

の
病
気
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
未
解
明
だ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
薬
が
発
見
さ

れ
て
い
よ
う
と
も
食
物
の
禁
は
未
だ
推
定
の
域
を
脱
す
る
も
の
で
は
な

く
、
そ
し
て
食
物
の
宜
に
及
ん
で
は
全
く
思
い
も
寄
ら
な
い
も
の
だ
っ
た

と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
曲
直
瀬
玄
朔
は
『
本
草
綱
目
』
で
楊
梅
瘡
の
記
述
を
見
て

い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
瘡
気
と
認
識
す
る
こ
と
す
ら
で
き
て
い
な

か
っ
た
疑
い
も
あ
る
。
曲
直
瀬
玄
朔
の
『
日
用
食
性
』
一
寛
永
八
年
以
前
一

は
、
道
三
の
『
宜
禁
本
草
』
と
同
じ
よ
う
に
食
物
素
材
と
病
気
と
の
関
係

を
纏
め
た
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
中
の
、
『
経
史
証
類
備
急
本
草
』

に
出
来
し
た
と
い
わ
れ
る
「
日
用
食
性
」
、
そ
し
て
『
本
草
綱
目
』
に
曲

来
し
た
と
い
わ
れ
る
「
食
性
能
毒
」
に
お
い
て
も
、
瘡
気
を
表
す
病
名
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ほ
一

は
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
『
日
用
食

性
』
に
は
寛
永
十
年
版
か
ら
「
諸
疾
宜
禁
集
」
が
加
え
ら
れ
、
直
接
的
に

そ
れ
ぞ
れ
の
病
気
に
対
し
て
宜
と
さ
れ
る
食
物
素
材
と
禁
と
さ
れ
る
食
物

素
材
の
一
覧
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
も
瘡
気
の
こ

と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
楊
梅
瘡
を
瘡
気
と
認
識
で
き
て
は
い
た
が
、
当
時
の
日
本

に
お
い
て
は
書
き
記
す
ほ
ど
に
重
要
な
病
気
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
だ
け
瘡
気
の
宜
禁
を

語
る
こ
と
は
特
殊
な
こ
と
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
時
代
か
ら
二
十
数
年
後
の
明
暦
二
年
（
ニ
ハ
五

六
）
、
曲
直
瀬
玄
朔
の
『
日
用
食
性
』
は
、
福
田
松
珀
に
よ
っ
て
『
増
補

｝7…



日
用
食
性
』
と
し
て
改
訂
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
の
「
諸

疾
宜
禁
集
」
に
は
つ
い
に
、
楊
梅
瘡
の
名
で
こ
の
病
気
の
宜
が
た
っ
た
一

つ
で
は
あ
る
が
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

△
楊
梅
瘡
宜
　
昆
布

楊
梅
瘡
食
毘
布
不
出
面

　
つ
ま
り
『
竹
斎
』
か
ら
三
十
数
年
後
の
一
」
の
記
述
が
、
正
統
な
る
医
書

の
流
れ
の
中
で
初
め
て
示
さ
れ
た
唯
一
の
瘡
気
患
者
の
好
物
だ
っ
た
7
」
と

　
　
一
M
｝

に
な
る
。

　
『
本
草
綱
目
』
か
ら
の
転
記
で
は
な
く
、
独
自
の
判
断
で
書
か
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
あ
た
り
ま
で
に
臨
床
経
験
が
進
み
、

日
本
で
症
例
の
増
え
始
め
て
い
た
瘡
気
を
楊
梅
瘡
と
い
う
学
名
と
結
び
つ

け
る
甲
」
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
『
本
草
綱

目
』
の
到
来
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
研
究
の
姿
勢
を
学
び
、
知
と
未
知
の

境
界
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
刺
激
に
よ
っ
て
こ
の
病
気
の
宜
の

食
物
素
材
を
求
め
た
成
果
と
言
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
竹
斎
の
療
治
が
結
局
の
と
一
」
ろ
成
果
を
あ
げ
ら
れ
な
か
っ

た
原
因
は
、
提
案
し
た
好
物
の
誤
り
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。
「
何
を
か
く

す
り
に
あ
た
へ
け
ん
　
し
だ
ひ
に
や
ま
ひ
か
な
し
く
な
り
て
・
：
…
」
と
の

本
文
か
ら
、
適
当
な
薬
を
投
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
見
な
す
こ

．
と
が
で
き
る
。
竹
斎
の
医
療
知
識
が
『
本
草
綱
目
』
以
前
の
も
の
な
ら
ば
、

そ
れ
ま
で
の
医
書
で
示
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
軽
粉
（
水
銀
）
な
ど
の
有
毒

な
薬
や
、
効
栗
を
得
に
く
い
薬
を
投
与
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
の
だ
が
、
『
本
草
綱
目
』
以
後
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
別
の
意
昧
で
誤
っ

た
薬
の
投
与
は
あ
り
得
た
。

　
『
本
草
綱
目
』
以
後
、
土
侯
苓
が
こ
の
病
気
の
特
効
薬
と
し
て
定
着
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
寛
文
九
年
一
一
六
六
九
）
刊
行
の
奥
村
久
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
か
さ

『
料
理
食
道
記
』
「
四
十
八
　
楊
梅
瘡
　
と
う
が
さ
の
事
」
で
は
、
「
唐
瘡

　
　
　
　
　
　
」
る
L
　
　
　
ほ
ね
い
た
み
す
じ
つ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
え

色
々
の
薬
に
て
効
な
く
骨
痛
筋
撃
な
ゑ
す
・
み
麦
か
し
こ
ひ
ゑ
年
㌧
愈

　
　
　
　
さ
ん
き
ら
い
　
　
　
＾
1
5
〕

さ
る
に
は
土
侯
苓
…
…
」
と
、
土
彼
苓
に
〈
さ
ん
き
ら
い
〉
の
仮
名
が
振

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
元
禄
十
一
年
一
ニ
ハ
九
八
一
刊
行
の
岡
本
一
抱

『
和
語
本
草
綱
目
』
の
土
扶
苓
の
項
に
は
、
「
和
ノ
山
帰
来
ト
云
者
ハ
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
脆
）

ノ
土
扶
苓
二
非
ズ
唐
物
ヲ
用
ヨ
」
と
書
か
れ
る
の
で
あ
る
。
特
効
薬
の
は

ず
の
も
の
を
用
い
な
が
ら
効
能
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
態
も
多

か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
病
気
を
克
服
し
て
い
く
の
に
は
時
問
が
か
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
『
本
草
綱
目
』
の
到
来
と
い
う
時
代
状
況
に
注
目
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
、
『
竹
斎
』
が
成
立
し
た
こ
ろ

の
医
学
者
た
ち
は
瘡
気
を
、
そ
の
好
物
を
述
べ
る
こ
と
の
困
難
な
病
気
と

認
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
　
滑
稽
性
の
あ
り
か

　
そ
れ
で
は
瘡
気
の
宜
の
食
物
素
材
が
発
見
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
、

竹
斎
が
瘡
気
患
者
に
書
い
て
与
え
た
好
物
の
リ
ス
ト
と
は
何
で
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
実
は
こ
こ
に
こ
そ
、
こ
の
場
面
の
滑
稽
性
の
焦
点
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
竹
斎
』
が
成
立
し
た
近
世
の
初
期
と
い
う
時
代
、
瘡
気
は
未
だ
流
行

り
は
じ
め
で
あ
り
、
不
明
な
こ
と
の
多
い
病
気
で
あ
っ
た
。
医
学
者
た
ち

が
『
本
草
綱
目
』
の
精
読
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
こ
の
病
気
を
、
中
国
（
明
）
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で
解
明
の
進
み
つ
つ
あ
っ
た
楊
梅
瘡
と
同
一
視
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き

て
い
た
と
し
て
も
、
楊
梅
瘡
に
は
薬
や
食
物
の
禁
が
確
立
さ
れ
て
い
な
が

ら
食
物
の
宜
の
方
は
全
く
解
明
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
っ

た
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
竹
斎
が
瘡
気
患
者
の
た
め
に
好

物
の
リ
ス
ト
を
盛
大
に
書
き
出
し
た
こ
と
に
は
大
い
に
注
目
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
当
時
、
病
気
の
療
治
に
は
、
薬
の
処
方
と
と
も
に
食
物
の
宜
禁
を
告
げ

る
の
が
医
師
の
常
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
様
々
な
病
気
に
対
す
る
食
物
宜

禁
の
研
究
が
進
ん
で
い
た
。
先
に
触
れ
た
「
諸
疾
宜
禁
集
」
に
は
約
六
十

種
の
病
気
に
そ
れ
ぞ
れ
た
く
さ
ん
の
宜
の
食
物
素
材
と
禁
の
食
物
素
材
が

並
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ
り

　
例
え
ば
『
竹
斎
』
の
療
治
謂
に
お
け
る
一
人
目
の
患
者
は
疲
を
わ
ず
ら
っ

て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
食
物
宜
禁
な
ら
ば
、

△
疲
疾
　
宜禁

羅
萄
　
葱
白
　
生
婁

杷
　
山
芋
　
海
月

黄
瓜
　
李
　
枇
杷

　
蕨
胡
麻
餅

　
肖
　
　
上
］
　
　
件
距

　
虫
　
　
儲
芯
　
　
丘
＾

~- =+'*"f':,~'; 
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4~~ ~~~ ~l*'*~ )T 

 

~rll jJn + 
~~~ 

4~J~ ' -
T"'~ 

~
~
:
 

' *FI 
l'vl 

l~'>j}j )'~ ~=~ 

と
い
っ
た
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
言
う
な
れ
ば
、
竹
斎
が
療
治
に
成
功

す
る
に
し
ろ
失
敗
す
る
に
し
ろ
、
好
物
を
述
べ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
対
象
患

者
は
本
来
な
ら
ば
こ
ち
ら
の
方
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
竹
斎

は
、
「
諸
疾
宜
禁
集
」
に
書
か
れ
も
し
な
い
、
つ
ま
り
全
く
宜
禁
の
解
明

さ
れ
て
い
な
い
瘡
気
と
い
う
病
気
の
患
者
に
対
し
て
こ
と
も
あ
ろ
う
に
盛

犬
に
好
物
を
書
き
出
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
に
滑
稽
性
の
焦
点
を
求
め
ず

し
て
ど
こ
に
昆
つ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
瘡
気
患
者
の
療
治
の
滑
稽
性
は
、

当
代
の
医
療
の
進
展
具
含
そ
の
も
の
を
住
処
と
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
竹
斎
の
行
為
に
は
ど
う
い
う
意
昧
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
注
目
す
る
の
が
『
宜
禁
本
草
集
要
歌
』
で
あ
る
。

　
近
世
初
期
に
は
和
歌
の
形
式
に
よ
る
食
物
本
草
書
が
若
干
著
述
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
中
の
最
も
古
い
も
の
の
一
つ
が
『
宜
禁
本
草
集
要
歌
』
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
門
宜
禁
本
草
』
と
は
直
接
の
関
係
は
な
く
編
者
も

成
立
年
も
不
明
で
あ
る
が
、
曲
直
瀬
学
派
の
人
が
『
宜
禁
本
草
』
に
名
を

惜
り
て
纏
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
四
百
三
十
六
種
の
食
物
素
材

そ
れ
ぞ
れ
で
数
首
の
歌
が
作
ら
れ
て
お
り
、
合
計
千
六
百
二
十
九
首
記
さ

れ
て
い
る
。
実
は
こ
の
中
に
は
瘡
気
の
宜
禁
が
含
ま
れ
て
い
る
歌
を
見
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
H
一

け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ト
　
　
　
カ
サ
ケ
　
　
　
キ
ぎ
ク
ナ
り

烏
を
は
て
ん
か
ん
狂
に
用
ゆ
べ
し
殊
に
瘡
気
に
奇
特
成
け
り

ケ
ジ
ラ
ネ
ツ
　
　
　
　
　
ジ
ン
キ
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
廿
ケ

海
純
熱
お
こ
り
腎
虚
に
用
べ
し
瘡
気
に
は
又
毒
と
忌
べ
し

タ
ン
ホ
・
　
　
　
　
　
　
カ
サ
ケ
コ
｝
チ
カ
サ

蒲
公
英
は
あ
ま
く
平
に
て
毒
も
な
し
瘡
気
や
殊
に
乳
の
瘡
を
治
す

　
　
　
　
カ
サ
ケ
　
　
　
ホ
ネ
　
　
　
　
　
　
　
　
f
ク
　
　
ヌ
ヂ
ニ
ク
　
　
　
　
　
f
’
ム

山
い
ぬ
は
瘡
気
に
骨
も
う
づ
き
痛
み
筋
肉
し
び
れ
痛
□
ぢ
す

　
瘡
気
と
い
う
病
名
が
詠
ま
れ
た
の
は
こ
の
四
首
だ
け
で
あ
る
が
、

唐
瘡
と
い
う
病
名
が
詠
ま
れ
た
も
の
を
一
首
発
見
で
き
る
。

キ
ツ
ネ
カ
ン
　
　
　
　
　
カ
サ
　
　
タ
ウ
ガ
サ

狐
肉
寒
久
し
き
瘡
や
唐
瘡
の

か
ら
す
は
宜
、
く
じ
ら
は
禁
、

い
　
　
　
　
ツ
ネ
　
　
一
レ
ヨ
ク

ヘ
ざ
る
に
吉
常
に
食
せ
よ

他
に

そ
し
て
た
ん
ぽ
ぽ
と
や
ま
い
ぬ
は
宜
、
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さ
ら
に
き
つ
ね
も
宜
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
『
宜
禁
本
草
集
要
歌
』

は
そ
の
用
語
の
高
級
度
か
ら
、
一
般
人
の
常
識
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、

医
師
の
学
的
知
識
の
記
憶
に
資
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

と
甲
」
ろ
が
『
宜
禁
本
草
集
要
歌
』
の
中
の
歌
が
当
時
の
医
師
た
ち
に
本
当

に
知
ら
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
、
知
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
ど
の
よ
う
な

水
準
の
も
の
と
見
ら
れ
て
い
た
の
か
は
想
像
が
つ
か
な
い
。
し
か
し
、
こ

の
書
の
存
在
に
は
大
き
な
意
昧
を
見
出
せ
る
。
『
宜
禁
本
草
集
要
歌
』
に

は
楊
梅
瘡
と
い
う
名
称
は
出
て
こ
な
い
。
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
こ
の

名
称
を
学
名
と
と
ら
え
る
な
ら
、
こ
の
『
宜
禁
本
草
集
要
歌
』
で
使
わ
れ

た
俗
名
は
、
そ
の
時
代
の
古
さ
を
暗
示
す
る
と
と
も
に
、
『
竹
斎
』
の
レ

ト
リ
ッ
ク
を
も
照
射
す
る
。

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
医
学
史
の
流
れ
か
ら
考
え
て
、
『
竹
斎
』
の
成

立
時
、
玄
朔
の
次
の
世
代
と
も
い
え
た
最
先
端
の
医
学
者
た
ち
は
、
実
は

楊
梅
瘡
の
名
を
認
識
で
き
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う

で
あ
り
な
が
ら
も
『
竹
斎
』
の
中
で
は
瘡
気
と
い
う
俗
名
し
か
使
わ
れ
な

か
っ
た
の
は
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
医
師
が
一
世
代
前
の
姿
だ
っ
た
か
ら
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
正
統
な
る
医
書
で
は
示
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
瘡
気
の
宜
禁
を
盛
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
．
る
『
宜
禁
本
草
集
要
歌
』
も

ま
た
、
『
竹
斎
』
の
時
代
か
ら
見
れ
ば
少
し
古
い
世
代
の
医
療
態
度
だ
っ

た
と
い
え
る
。
そ
甲
」
に
は
俗
説
と
未
分
化
で
あ
っ
た
く
学
説
V
の
あ
や
う

さ
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
薮
医
師
竹
斎
の
医
療
水
準
は
、
こ
の

『
宜
禁
本
草
集
要
歌
』
に
非
常
に
近
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
も

ち
ろ
ん
、
『
宜
禁
本
草
集
要
歌
』
に
詠
ま
れ
た
食
物
素
材
と
『
竹
斎
』
に

書
か
れ
た
好
物
の
リ
ス
ト
の
品
目
が
対
応
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の

で
、
作
者
が
こ
の
内
容
を
念
頭
に
置
い
て
リ
ス
ト
を
作
っ
た
と
い
う
の
で

は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
非
正
統
的
医
療
態
度
の
存
在
に
注
目
し
て
い
た
、

と
い
う
程
度
の
関
係
性
が
あ
っ
た
と
認
識
し
た
い
。
竹
斎
の
療
治
の
内
容

が
古
い
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
作
者
は
竹
斎
に
、
研
究
進
度
へ

の
意
識
に
よ
っ
て
医
師
と
し
て
制
約
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
前
の
医
療
態

度
で
臨
ま
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
場
面
の
滑
稽
性
の
第
一
義
は
リ
ス
ト
の
内
容
で
は
な

く
リ
ス
ト
の
作
成
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の

品
目
が
無
作
為
に
決
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
作
者
は
、
リ
ス
ト

が
作
成
さ
れ
た
こ
と
自
体
の
滑
稽
性
を
際
立
た
せ
る
の
に
効
果
的
な
品
目

を
選
ん
で
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
鳥
類
が
多
か
っ
た
こ
と
、
本
草
の
基

本
で
あ
る
は
ず
の
草
類
が
ご
ぼ
う
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
、
魚
類
に
似
て
魚

　
　
　
　
　
　
　
一
㎎
一

類
で
は
な
い
く
じ
ら
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
て
み
る
。

　
『
本
草
綱
目
』
で
禁
と
さ
れ
て
い
る
物
に
触
れ
る
こ
と
な
く
た
く
さ
ん

の
食
物
素
材
を
並
べ
よ
う
と
す
れ
ば
、
草
類
が
簡
単
に
挙
げ
ら
れ
た
は
ず

で
あ
る
。
し
か
し
竹
斎
に
最
も
多
く
書
か
せ
た
の
は
鳥
類
で
あ
っ
た
。
禁

と
さ
れ
た
鶏
と
驚
の
傍
を
掠
め
な
が
ら
も
そ
れ
に
触
れ
な
い
と
い
う
緊
張

感
か
ら
、
竹
斎
の
案
出
の
無
謀
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
魚
類
を
よ
け
て
く

じ
ら
を
載
せ
た
こ
と
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
唯
一
の
草
類
で
あ
る
ご
ぼ

う
の
存
在
は
単
独
で
滑
稽
性
を
発
揮
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
諸
疾
宜
禁

集
」
に
書
か
れ
た
病
気
の
六
割
以
上
で
宜
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
た
素
材

で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
取
り
あ
え
ず
書
い
て
お
け
ば
当
た
る
確
立
の
高

い
も
の
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
わ
け
で
、
甲
」
れ

は
瘡
気
に
と
っ
て
の
宜
の
正
解
と
し
て
で
は
な
く
、
薮
医
師
竹
斎
が
い
わ

ゆ
る
万
能
薬
的
に
都
合
良
く
加
え
た
、
と
い
う
設
定
と
見
る
べ
き
だ
ろ

｛
m
一う

。
牛
・
羊
を
よ
け
て
添
え
ら
れ
た
四
つ
足
の
川
う
そ
も
含
め
て
、
こ
れ
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ら
は
皆
、
禁
に
近
づ
き
な
が
ら
も
当
時
の
日
本
人
に
は
充
分
に
現
実
的
で

無
害
な
食
物
素
材
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
並
べ
る
滑
稽
性
は
、
当

代
の
本
草
学
に
照
ら
し
て
み
て
、
危
う
い
な
が
ら
も
明
ら
か
な
誤
り
で
は

な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
収
ま
り
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
こ
で
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
晶
目
の
調
理
法
に
も
注
目
し
て
み
る
。

　
竹
斎
が
書
い
た
リ
ス
ト
の
晶
目
を
、
曲
直
瀬
道
三
の
『
啓
迫
集
』
に
お

け
る
「
瘡
瘍
門
」
に
書
か
れ
た
「
瘡
瘍
飲
食
居
処
之
忌
戒
」
で
禁
じ
ら
れ

て
い
た
調
理
法
に
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
と
び
の
や
き
も
の
・
ご
ぼ
う
の

ま
る
や
き
等
が
〈
偉
〉
に
、
た
か
の
し
ほ
づ
け
が
く
酪
蔵
V
に
抵
触
す
る

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
や
き
も
の
・
す
し
・
み
そ
づ
け
・
ま
る
や
き
・

し
ほ
づ
け
・
や
き
と
り
・
に
も
の
・
あ
ぶ
ら
あ
げ
・
す
い
り
、
と
い
っ
た

調
理
法
が
並
ん
で
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
こ
れ
は
、
意
識
的
に
竹
斎
に
逆

の
甲
」
と
を
書
か
せ
た
と
い
う
よ
り
も
、
〈
で
き
も
の
・
は
れ
も
の
〉
の
宜

禁
や
、
素
材
に
対
し
て
の
適
性
等
と
は
無
関
係
に
付
け
加
え
ら
れ
て
い
っ

た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
話
を
語
る
場
面
で
添

え
ら
れ
た
滑
稽
性
で
あ
ろ
う
。
調
理
法
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
リ
ス
ト

を
作
る
と
い
う
根
本
的
な
滑
稽
性
に
添
え
ら
れ
た
二
次
的
な
滑
稽
性
と
言

え
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
リ
ス
ト
の
内
容
が
寛
永
製
版
本
に
お
い
て
若
干
書
き
換
え

ら
れ
た
こ
と
に
も
言
及
し
た
い
。

　
寛
永
製
版
本
で
は
こ
の
リ
ス
ト
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

一
と
び
の
や
き
物
　
一
す
ヅ
め
の
す
し
　
一
た
か
の
す
い
り
　
一
か

ら
す
の
み
そ
づ
け
　
一
ご
ば
う
の
丸
や
き
　
一
ふ
く
ろ
う
の
さ
し
み

一
く
じ
ら
の
や
き
物
　
一
か
は
う
そ
の
ま
る
や
き
　
一
な
ま
こ
の
や

き
物
　
一
夜
た
か
の
あ
ぶ
ら
あ
げ
　
一
ど
し
や
う
の
か
ま
ぼ
甲
」
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
0
）

か
み
な
り
の
ま
な
こ
　
一
せ
ん
人
の
し
ら
み
　
一
て
ん
ぐ
の
な
し
物

　
最
も
犬
き
な
違
い
は
明
ら
か
な
空
想
物
で
あ
る
三
点
が
最
後
に
添
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
リ
ス
ト

に
書
か
れ
て
い
る
晶
目
で
は
な
く
リ
ス
ト
の
作
成
そ
の
も
の
に
滑
稽
性
が

あ
る
と
い
う
発
想
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
、
甲
」
れ
ら
は
こ
の
世
に
存
在

し
な
い
品
目
の
列
記
と
み
な
さ
れ
、
明
ら
か
な
空
想
物
の
三
点
は
、
リ
ス

ト
の
品
目
の
全
て
が
こ
の
世
に
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す

る
た
め
に
増
補
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
現
実
に
は

未
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
瘡
気
の
好
物
を
無
理
に
並
べ
立
て
た
こ
と
そ
の

も
の
に
滑
稽
性
が
あ
っ
た
の
で
、
増
補
さ
れ
た
三
点
は
、
全
て
が
無
理
な

案
出
で
あ
っ
た
チ
」
と
を
強
調
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

鶏
と
驚
を
よ
け
た
一
通
り
の
鳥
類
と
、
ご
ぼ
う
・
く
じ
ら
・
か
は
う
そ
等

を
並
べ
た
後
、
調
子
に
乗
っ
て
ど
し
や
う
一
泥
鰭
）
に
言
い
及
ぶ
、
し
か

し
魚
類
は
禁
に
触
れ
る
の
で
言
う
に
事
欠
い
て
、
か
み
な
り
の
ま
な
こ
・

せ
ん
人
の
し
ら
み
・
て
ん
ぐ
の
な
し
物
と
付
け
加
え
て
い
っ
た
と
い
う
こ

と
な
の
で
あ
ろ
う
。
か
ろ
う
じ
て
禁
を
よ
け
な
が
ら
、
必
死
に
並
べ
立
て

た
様
子
が
寛
永
製
版
本
で
は
よ
り
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ

ま
り
、
こ
の
部
分
に
お
け
る
古
活
字
本
と
寛
永
製
版
本
の
滑
稽
性
に
は
質

的
な
差
異
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
明
ら
か
な
空
想
物
の
増
補

は
、
拡
大
さ
れ
た
読
者
層
の
内
、
当
初
の
滑
稽
性
を
理
解
し
得
な
い
人
々

に
も
笑
い
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
、
『
竹
斎
』

の
間
口
を
広
げ
た
7
」
と
で
も
あ
り
、
調
理
法
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
同
じ

よ
う
に
二
次
的
滑
稽
性
と
い
え
る
も
の
に
も
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一11一



お
わ
り
に

　
当
時
の
医
療
水
準
か
ら
す
れ
ば
、
瘡
気
患
者
に
対
し
て
適
切
な
好
物
を

示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
医
師
で
あ
っ
た
『
竹
斎
』
の
作
者
に

し
て
も
ま
た
同
じ
だ
っ
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
竹
斎
の
行
為
に
滑
稽
性
を

見
出
す
と
き
、
そ
れ
は
無
知
な
人
問
を
見
下
す
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
は

な
く
、
作
考
を
含
め
た
当
時
の
医
師
方
の
限
界
点
を
敢
え
て
さ
ら
け
出
し

た
自
虐
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
当
代
の
医
療
を
背
負
っ
た
薮
医
師
は
臆
す
る
こ
と
な
く
好
物
を
書
き

連
ね
た
。
こ
こ
に
は
む
し
ろ
白
虐
を
超
え
た
希
望
す
ら
感
じ
ら
れ
よ
う
。

『
竹
斎
』
の
当
初
の
読
者
（
聞
き
手
一
は
作
者
の
す
ぐ
傍
に
い
た
同
様
の

医
師
た
ち
や
そ
の
理
解
者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
竹
斎
は
彼
等
が
も
っ

て
い
た
当
代
医
療
の
現
実
に
対
す
る
も
ど
か
し
さ
や
戸
惑
い
、
さ
ら
に
は

そ
れ
を
瓢
々
と
超
え
て
行
き
た
い
と
い
う
希
望
の
両
方
を
仮
託
さ
れ
た
人

物
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
滑
稽
性
は
作
者
た
ち
の
思
い
が
転

化
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
竹
斎
が
療
治
に
際
し
て
好
物
の
正
解
を
書
く
に
し
ろ
誤
り
を
書
く
に
し

ろ
、
そ
の
対
象
と
な
る
の
は
本
来
な
ら
ば
一
人
目
の
疲
患
者
の
方
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
竹
斎
に
そ
う
は
さ
せ
な
か
っ
た
の
は
こ
の
ハ
ナ
シ
の
目
的

が
一
人
の
薮
医
師
を
賞
賛
し
た
り
非
難
し
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
当

代
の
医
療
水
準
に
挑
戦
す
る
か
の
よ
う
な
果
敢
に
し
て
無
謀
な
姿
を
医
師

た
ち
の
慰
み
と
す
る
こ
と
だ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
瘡
気
療
治
が
提
噌
し
て
い
た
の
は
、
こ
こ
で
完
結
す

る
も
の
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
療
治
謂
全
体
、
そ
し
て
『
竹
斎
』
全
体

に
及
ぶ
思
考
の
枠
組
み
を
昆
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き

は
、
言
葉
と
意
昧
と
い
う
も
の
の
関
係
性
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
さ

　
先
ず
、
皮
膚
に
あ
ら
わ
れ
た
症
状
を
総
合
的
に
示
し
得
る
瘡
と
い
う
も

の
が
古
く
か
ら
あ
っ
た
。
そ
し
て
近
世
の
初
頭
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
な
が

ら
も
こ
れ
ま
で
の
瘡
と
は
違
う
も
の
と
認
識
で
き
る
病
気
が
出
現
し
、
そ

れ
は
瘡
気
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
や
が
て
、
楊
梅
瘡
と
い
う

名
が
療
治
法
と
共
に
渡
っ
て
く
る
。
す
る
と
瘡
気
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ

な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
『
竹
斎
』
の
時
代
、
楊
梅
瘡
と
い
う
名
を
獲
得
し

た
医
師
た
ち
が
瘡
気
と
い
う
言
葉
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
意
昧

の
充
填
さ
れ
て
い
な
い
仮
称
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
瘡
気
と
い
う
言

葉
は
結
局
、
意
昧
が
充
填
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
な
く
そ
の
ま
ま
消
え
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
分
野
に
お
い
て
も
そ
の
変
革
期
に
は
、
新

し
い
事
態
に
対
応
す
る
た
め
に
新
し
い
言
葉
が
要
請
さ
れ
る
。
し
か
し
意

昧
内
容
の
認
識
そ
の
も
の
が
過
渡
性
を
も
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
言
葉
と
意

昧
は
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
関
係
に
な
っ
て
し
ま
う
。
前
に
触
れ
た
こ
の
病
気

の
別
称
群
も
、
そ
の
認
識
に
は
様
々
な
段
階
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ

せ
て
い
る
。

　
意
昧
を
伴
い
得
な
い
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
内
容
を
伴
い
得
な
い
外
形

と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
竹
斎
が
こ
の
瘡
気
療
治
に
お
い
て
、
薬

の
投
与
・
好
物
の
捉
示
・
医
書
に
よ
る
講
釈
と
い
っ
た
医
師
の
手
順
の
外

形
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
内
容
の
空
洞
性
を

印
象
づ
け
る
の
に
役
立
っ
て
い
た
。
書
け
る
は
ず
の
な
い
好
物
を
盛
大
に

書
き
出
さ
せ
る
と
い
う
過
剰
な
る
所
作
に
よ
っ
て
、
そ
の
行
動
は
意
昧
を

剥
奪
さ
れ
た
と
も
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
他
の
患
者
の
療
治
に
お

い
て
も
行
わ
れ
て
い
た
。
や
は
り
医
療
の
進
展
具
含
そ
の
も
の
を
題
材
と
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す
る
滑
稽
性
を
示
す
こ
と
に
お
い
て
、
外
形
の
完
成
と
内
容
の
欠
落
と
い

う
枠
組
み
を
構
成
し
、
甲
」
の
時
代
の
医
学
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の

か
を
表
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
竹
斎
』
の
療
治
謂
は
、
時
代
の
移
り

変
わ
り
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
い
え
る
根
拠
は
、
今

回
取
り
上
げ
た
瘡
気
が
こ
の
時
代
か
ら
流
行
り
は
じ
め
た
〈
近
世
的
な
病

気
〉
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
、
構
造
的
に
も
示
さ
れ
て
い

た
わ
け
で
あ
る
。

　
『
竹
斎
』
が
、
時
代
の
移
り
変
わ
り
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

療
治
謂
よ
り
も
旅
の
見
聞
を
綴
る
場
面
に
お
い
て
読
み
取
り
や
す
い
。
結

局
の
と
こ
ろ
全
編
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
た
の
は
、
新
旧
の
時
代
が
混
渚

す
る
社
会
の
現
実
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
時
代
の
幕
開
け
に
身
を

置
き
な
が
ら
も
彼
等
が
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
旧
時
代
の
残
影
と
い

う
も
の
に
視
点
を
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
い
っ
そ
う
前
景
化

さ
れ
る
7
」
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

↓注
一
2
一

（
3
一

国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
所
蔵
の
「
富
山
氏
系
図
古
軸
之
写
」
一
元
禄
十
年
頃
）

に
は
、
道
冶
に
つ
い
て
「
栄
璽
六
男
生
国
勢
州
射
和
延
寿
院
弟
子
医
道
名
誉
之
学

者
竹
斎
双
紙
作
人
也
齢
五
十
一
－
寛
永
十
一
甲
戌
四
月
十
一
日
死
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。

吉
活
字
本
『
竹
斎
』
は
、
元
和
七
年
か
ら
九
年
の
閥
二
六
二
一
－
＝
ハ
ニ
三
一

に
成
稿
・
出
版
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
最
も
古
い
本
で
あ
る
。
本
文
の
引
用

は
、
近
世
文
学
書
誌
研
究
会
編
『
竹
斎
物
語
集
一
上
一
』
一
近
世
文
学
資
料
類
従
仮

名
草
子
編
三
十
・
昭
和
五
十
三
年
・
勉
誠
社
）
の
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
影
印
に
濁
点

を
補
っ
た
も
の
。

大
塚
敬
節
・
矢
数
道
明
繍
『
麓
川
桂
洲
』
一
近
世
漢
方
医
学
書
集
成
六
十
四
．
昭

和
五
十
七
年
・
名
著
出
版
一
よ
り
。

一
4
）
吉
井
始
子
編
門
食
物
本
草
本
大
成
　
第
一
巻
』
一
昭
和
五
十
五
隼
．
臨
川
書
店
一

　
　
よ
り
。

一
5
一
大
塚
敬
鍬
・
矢
数
道
明
編
『
曲
直
瀬
道
三
一
一
一
』
一
近
世
医
学
書
集
成
一
一
．
昭
棚

　
　
五
十
四
年
・
名
著
出
版
一
よ
り
。

一
6
一
福
田
安
典
「
『
竹
斎
』
ー
モ
デ
ル
論
へ
の
試
み
－
」
一
『
語
文
』
第
五
十
七
輯
．

　
　
平
成
三
年
・
大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会
一
。

一
7
一
小
曽
戸
洋
編
『
外
科
精
要
・
察
病
指
南
』
一
和
刻
漢
籍
医
書
集
成
第
三
輯
．
平
成

　
　
元
年
・
北
里
研
究
所
附
属
東
洋
医
学
総
含
研
究
所
医
史
文
献
鮒
究
室
一
よ
り
。

一
8
一
大
塚
敬
節
・
矢
数
遭
明
綿
『
香
月
牛
山
一
一
一
』
一
近
世
漢
方
医
学
書
集
成
六
十

　
　
一
・
昭
和
五
十
六
年
・
名
著
山
版
一
よ
り
。
安
永
八
年
二
七
七
九
一
刊
で
あ
る

　
　
が
、
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
一
の
白
序
を
持
つ
。

（
9
）
大
塚
敬
節
・
矢
数
道
明
編
『
永
富
独
嚇
庵
・
山
脇
東
門
・
亀
升
南
冥
』
（
近
世
漢

　
　
方
医
学
書
集
成
十
四
・
昭
和
五
十
四
年
・
名
著
幽
版
一
所
収
の
写
本
に
濁
点
を

　
　
補
っ
た
。
「
古
キ
和
書
二
瘡
毒
ノ
事
所
々
二
見
ヘ
タ
リ
」
と
あ
る
が
、
古
く
は
瘡

　
　
毒
は
一
」
の
病
気
の
こ
と
を
指
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
詳
し
く
は
注

　
　
（
1
3
一
を
参
照
。

一
1
0
一
大
塚
敬
節
・
矢
数
遺
明
編
『
曲
直
瀬
道
三
一
四
ご
一
近
世
漢
方
医
学
書
集
成
五
、

　
　
昭
和
五
十
四
年
・
名
著
出
版
一
よ
り
。

一
1
1
一
松
本
一
男
監
修
『
日
本
漠
方
名
医
処
方
解
説
　
第
五
巻
』
（
平
成
元
年
．
オ
り
エ

　
　
ン
ト
出
版
杜
）
よ
り
。

一
1
2
一
埴
岡
博
編
『
校
正
衆
方
規
矩
』
一
平
成
六
年
・
緑
書
房
一
の
解
説
「
衆
方
燭
矩
ノ
i

　
　
ト
」
を
参
考
に
し
た
。

一
1
3
一
吉
升
始
子
編
『
食
物
本
草
本
大
成
　
第
一
巻
』
一
昭
和
五
十
五
年
・
臨
川
書
店
一

　
　
よ
り
。
「
食
性
能
毒
」
の
地
膚
の
項
に
「
苗
葉
　
泄
痢
淋
和
気
解
瘡
毒
適
尿
」
と

　
　
あ
り
、
梨
実
の
項
に
「
…
－
潤
肺
涼
心
消
疾
降
火
解
瘡
毒
酒
毒
」
と
あ
る
。
滑
稽

　
　
本
『
浮
世
瓜
呂
』
な
ど
で
は
瘡
毒
の
名
を
梅
毒
の
意
昧
で
使
っ
て
い
る
の
だ
が
、

　
　
そ
れ
は
近
世
中
期
以
降
の
俗
名
と
思
わ
れ
る
。
地
膚
の
方
は
『
本
草
綱
目
』
の

　
　
　
「
主
犬
腸
泄
漉
和
気
潜
腸
胃
解
悪
瘡
毒
」
一
宋
・
一
圭
壬
『
図
経
本
草
』
よ
り
一
な

　
　
ど
の
記
述
の
解
釈
で
あ
り
、
瘡
毒
は
、
悪
瘡
の
毒
一
た
ち
の
悪
い
腫
れ
物
の
毒
）

　
　
の
意
を
趨
え
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
梨
実
の
方
は
『
本
草
綱
昌
』
の
李
時
珍

　
　
自
身
の
記
述
そ
の
ま
ま
の
引
用
で
あ
る
。
李
時
珍
は
既
に
暢
梅
瘡
と
い
う
病
気

　
　
を
認
識
し
て
い
た
の
で
一
」
の
瘡
毒
は
、
毒
気
の
あ
る
腫
れ
物
と
い
っ
た
程
度
の
意
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味
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
曲
直
瀬
玄
朔
の
頃
、
瘡
毒
は
楊
梅
瘡
の
意
昧

　
　
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
蜆
の
項
に
「
…
…
去
暴
熱
下
脚
気
湿

　
　
毒
利
小
便
明
目
…
…
」
と
あ
る
。
先
に
引
い
た
『
東
門
随
筆
』
や
浮
世
草
子
門
好

　
　
色
三
代
男
』
な
ど
で
は
湿
毒
の
名
を
梅
毒
の
意
昧
で
使
っ
て
い
る
の
だ
が
、
近
世

　
　
前
期
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
認
識
が
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
『
本
草
綱
国
』

　
　
の
「
去
暴
熱
明
目
利
小
便
下
熱
気
脚
気
湿
毒
…
…
」
も
宋
代
の
『
日
華
諸
家
本

　
　
草
』
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
病
名
の
精
査
も
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

一
1
4
一
吉
井
始
子
編
『
食
物
本
草
本
大
成
　
第
一
巻
』
一
昭
和
五
十
五
年
・
臨
川
書
店
一

　
　
よ
り
。
昆
布
が
楊
梅
瘡
の
宜
と
さ
れ
て
い
る
が
、
一
」
れ
す
ら
も
宜
の
確
立
と
呼
べ

　
　
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
元
禄
十
年
一
ニ
ハ
九
七
一
に
刊
行
さ

　
　
れ
た
日
本
に
お
け
る
本
草
研
究
の
集
大
成
と
も
い
え
る
人
屍
必
大
『
本
朝
食
鑑
』

　
　
の
毘
布
の
項
に
は
そ
の
よ
う
な
記
述
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
1
5
一
吉
升
始
子
編
『
食
物
本
草
本
大
成
　
第
四
巻
』
一
昭
和
五
十
五
年
・
臨
川
書
店
一

　
　
よ
り
。

一
1
6
一
大
塚
敬
節
・
矢
数
道
明
編
『
岡
本
一
抱
一
一
一
』
一
近
世
漠
方
医
学
書
集
成
七
・
昭

　
　
和
五
十
四
年
・
名
著
出
版
一
よ
り
。

一
1
7
一
吉
丼
始
子
編
『
食
物
本
草
本
犬
成
　
第
一
巻
』
一
昭
和
五
十
五
年
・
臨
川
書
店
一

　
　
よ
り
。

（
1
8
）
『
宜
禁
本
草
』
で
く
じ
ら
は
海
沌
と
表
記
さ
れ
て
い
る
ナ
」
と
か
ら
も
既
に
魚
類
で

　
　
は
な
い
と
認
識
さ
れ
て
い
た
ザ
」
と
が
わ
か
る
。
因
み
に
い
る
か
は
江
純
。

一
！
9
一
貞
享
二
年
二
六
八
五
一
、
円
瓢
子
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
道
学
的
昆
地
か
ら
の

　
　
　
『
竹
斎
』
の
解
釈
書
『
竹
斎
療
治
之
評
判
』
の
中
に
は
、
「
皆
い
し
や
衆
の
好
物

　
　
の
て
ん
を
か
け
ぬ
る
を
見
る
に
お
し
な
へ
て
　
き
す
さ
よ
り
　
も
う
ほ
　
か

　
　
な
か
し
ら
　
牛
房
　
大
こ
ん
　
な
ど
・
い
か
な
る
病
人
に
も
い
つ
れ
の
医
者
も

　
　
点
か
け
ら
る
㌧
が
例
と
ぞ
」
と
の
記
述
も
あ
り
、
ご
ぼ
う
に
対
す
る
印
象
が
想
像

　
　
で
き
る
。

一
2
0
一
寛
永
製
版
本
『
竹
斎
』
は
、
寛
永
三
年
か
ら
十
二
年
の
間
一
ニ
ハ
ニ
六
－
ニ
ハ
三

　
　
五
一
に
成
稿
・
出
版
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
本
文
の
引
用
は
、
近
世
文
学

　
　
書
誌
研
究
会
編
『
竹
斎
物
語
集
一
上
一
』
一
近
世
文
学
資
料
類
従
仮
名
草
子
極
二

　
　
十
・
昭
和
五
士
二
年
・
勉
誠
社
一
の
赤
木
文
庫
蔵
本
影
印
よ
り
。
な
し
物
と
は
塩

　
　
辛
の
こ
と
。

（
ま
つ
も
と
　
け
ん

筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程

文
芸
・
言
墨
㎜
研
究
科
　
文
学
）
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