
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

薬
種
商
野
中
家
か
ら
み
る

（
ウ
サ
イ
エ
ン
）

第
７
回 

地
域
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録

（
平
成
27
年
9
月
27
日
）

佐賀大学地域学歴史文化研究センター



1

は

じ

め

に

本
書
は
︑
平
成
二
七
年
九
月
二
七
日
に
開
催
し
た
第
七
回
地
域
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
薬
種
商
野
中
家
︵
ウ
サ
イ
エ
ン
︶
か
ら
み
る
江
戸
時
代
の
佐
賀
︱
﹁
野
中

家
資
料
﹂
の
可
能
性
を
探
る
︱
﹂
の
記
録
で
あ
る
︒
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
︑
井
上
敏
幸
佐
賀
大
学
名
誉
教
授
・
セ
ン
タ
ー
特
命
教

授
︑
青
木
歳
幸
特
命
教
授
を
中
心
に
︑
漢
方
薬
烏
犀
圓
で
有
名
な
ウ
サ
イ
エ
ン
製
薬
株
式
会
社
の
創
業
家
・
野
中
家
に
伝
来
す
る
資
料
を
調
査
し
て
き
た
︒
こ
れ

ま
で
同
家
の
資
料
は
︑
同
家
の
方
々
に
よ
る
整
理
や
佐
賀
県
立
図
書
館
の
佐
賀
藩
幕
末
関
係
資
料
調
査
な
ど
︑
幾
度
か
整
理
・
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
が
︑
セ

ン
タ
ー
で
は
歴
史
学
・
国
文
学
・
医
学
史
な
ど
の
各
分
野
の
研
究
者
が
協
力
し
︑
同
家
資
料
を
全
体
的
に
把
握
・
研
究
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
︒

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
︑
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
確
認
し
た
資
料
に
基
づ
き
︑
野
中
家
に
つ
い
て
国
文
学
・
医
学
薬
学
・
思
想
史
・
歴
史
学
の
各
分
野
か
ら
野
中

家
に
関
す
る
研
究
報
告
を
行
い
︑
こ
れ
ま
で
の
成
果
報
告
と
同
時
に
︑
今
後
さ
ら
に
研
究
を
進
め
て
い
く
た
め
の
展
望
を
示
し
た
︒
ま
た
本
書
に
は
︑
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
に
お
け
る
報
告
で
利
用
し
た
資
料
の
う
ち
︑﹁
御
殿
診
藉
﹂﹁
永
代
日
記
﹂﹁
泠
善
樓
更
名
記
﹂
に
つ
い
て
翻
刻
な
ど
を
掲
載
し
て
い
る
︒
医
学
史
お
よ
び
近

世
佐
賀
藩
の
藩
政
史
・
文
芸
史
を
考
え
る
う
え
で
貴
重
な
資
料
で
あ
り
︑
多
く
の
方
が
研
究
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
︒

最
後
に
︑
野
中
家
資
料
の
調
査
に
お
い
て
は
︑
野
中
家
の
ご
当
主
野
中
源
一
郎
先
生
︑
野
中
家
の
皆
様
︑
ウ
サ
イ
エ
ン
製
薬
株
式
会
社
の
皆
様
︑
お
よ
び
国
文

学
研
究
資
料
館
の
入
口
敦
志
氏
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
︒

平
成
二
八
年
三
月

伊

藤

昭

弘
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報
告
要
旨

草
場
珮
川
と
第
七
代
野
中
恭
豊

井

上

敏

幸

野
中
家
に
は
︑
幕
末
佐
賀
歌
壇
の
中
心
で
あ
っ
た
小
車
社
の
人
々
が
︑
た
び
た
び
集

ま
り
︑
和
歌
の
会
を
催
し
た
こ
と
は
︑
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
歌
会
が
開
か
れ

た
座
敷
が
︑
泠
善
楼
と
呼
ば
れ
現
在
も
当
時
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
︒
母
屋
の
中
心

に
位
置
す
る
こ
の
部
屋
は
︑
床
の
間
の
あ
る
十
疊
敷
で
︑
来
客
の
時
は
︑
道
路
側
の
門

よ
り
露
路
を
通
っ
て
直
接
部
屋
に
迎
え
入
れ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
ま
ま

今
も
残
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
座
敷
の
床
の
間
の
長
押
に
︑
草
場
珮
川
自
筆
の
﹁
泠
善
楼
更
名
記
﹂
の
額
が
掲

げ
ら
れ
て
い
る
︒
約
五
二
〇
文
字
の
漢
文
で
あ
る
が
︑
末
尾
に
﹁
文
政
三
年
︵
一
八
二

〇
︶﹂
の
秋
と
あ
り
︑
執
筆
の
年
時
が
確
認
で
き
る
︒
こ
の
と
き
︑
筆
者
の
珮
川
は
三
四

才
で
あ
る
︒

で
は
︑
こ
の
﹁
泠
善
楼
更
名
記
﹂︵
以
後
﹁
更
名
記
﹂
と
略
称
す
る
︶
は
︑
野
中
家
の

誰
れ
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
を
見
て
み
る
と
︑
文
政
三
年
時
は
︑
第
七
代
源

兵
衛
恭
豊
の
時
代
で
︑
恭
豊
は
二
八
才
で
あ
っ
た
︒
当
然
の
こ
と
な
が
ら
︑﹁
更
名
記
﹂

は
︑
こ
の
第
七
代
恭
豊
に
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
資
料
が

珮
川
の
日
記
で
あ
る
︒﹃
珮
川
日
記
﹄
を
繙
い
て
み
る
と
源
兵
衛
恭
豊
に
関
す
る
記
事

が
︑
文
政
三
年
三
月
二
九
日
よ
り
同
一
〇
年
七
月
二
〇
日
迄
の
七
年
四
ヶ
月
に
わ
た
っ

て
︑
都
合
四
五
回
出
て
く
る
︒
呼
称
は
︑
野
允
卿
・
允
卿
・
冷
然
楼
・
冷
然
・
泠
善
楼

主
人
・
泠
善
楼
・
泠
善
︑
ま
た
︑
野
中
・
野
中
猷
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
最
後
の
﹃
日
記
﹄

の
記
事
︑
文
政
一
〇
年
七
月
二
〇
日
の
条
に
は
︑﹁
夜
︑
弔
野
中
玄マ
マ

兵
允
卿
名
猷
︑
以

閏
六
月
病
没

︑
有
賻

︵
賻
は
︑
香
典
の
こ
と
︶﹂
と
あ
っ
て
︑
第
七
代
は
︑
源
兵
衛
恭
豊
と
い
う
通
称
と
名
乗

り
の
ほ
か
に
︑
雅
名
と
し
て
︑
允
卿
︑
猷
の
別
号
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

わ
ず
か
︑
七
年
四
ヶ
月
間
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
︑
珮
川
と
七
代
恭
豊
と
の
交
わ
り

は
︑
き
わ
め
て
親
密
で
あ
り
︑
か
つ
具
体
的
で
︑
野
中
家
の
本
業
に
関
す
る
こ
と
︑
金

錢
の
授
受
︑
江
戸
や
大
坂
の
情
報
︑
ま
た
︑
和
歌
・
漢
詩
・
絵
画
・
篆
刻
等
々
に
わ
た
っ

て
お
り
興
味
は
尽
き
な
い
が
︑
い
ま
話
材
に
し
て
い
る
﹁
更
名
記
﹂
に
限
っ
て
み
る
と
︑

こ
の
漢
文
の
﹁
記
﹂
は
︑
文
政
三
年
七
月
か
ら
翌
四
年
八
月
迄
の
︑
約
一
年
一
ヶ
月
の

間
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

『日
記
﹄
の
文
政
三
年
七
月
朔
日
と
九
月
二
八
日
に
﹁
宿
冷
然
楼
﹂
と
あ
り
︑
一
二
月

四
日
の
条
に
﹁
浄
写
泠
善
楼
記
﹂︑
翌
文
政
四
年
八
月
二
日
の
条
に
﹁
再
写
冷
善
楼
記
﹂

と
あ
る
︒
一
年
を
経
た
︑
七
月
二
八
日
に
︑﹁
更
名
記
﹂
の
浄
書
が
終
わ
っ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
︒
こ
の
中
の
浄
書
さ
れ
た
も
の
が
︑
現
在
野
中
家
の
座
敷
に
あ
る
額
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
︒
八
月
二
日
に
再
写
さ
れ
た
も
の
が
︑
多
久
市
立
歴
史
資
料
館
蔵
の
も
の
で

あ
ろ
う
︒

珮
川
の
﹁
更
名
記
﹂
の
記
事
に
従
え
ば
︑
珮
川
が
︑
七
代
源
兵
衛
恭
豊
が
詩
名
を
﹁
允

卿
﹂
と
号
し
︑
楼
名
を
﹁
冷
然
楼
﹂
と
称
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
の
は
︑
文
政
三
年

夏
の
終
り
に
︑
冷
然
楼
に
遊
び
︑
翌
日
宿
泊
し
た
時
よ
り
︑
何
年
か
前
の
こ
と
だ
っ
た

と
思
わ
れ
る
が
︑
残
念
な
が
ら
︑
現
在
の
と
こ
ろ
︑
別
の
資
料
な
ど
も
見
い
出
し
て
お

ら
ず
正
確
な
年
時
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
允
卿
と
珮
川
の

草場珮川と第七代野中恭豊

井 上 敏 幸

1



楼
名
変
更
に
つ
い
て
の
対
話
の
様
子
を
見
て
み
る
と
︑﹁
冷
然
﹂
か
ら
﹁
冷
善
﹂
へ
の

﹁
更
名
﹂
が
︑﹃
荘
子
﹄
逍
遙
遊
編
の
列
子
の
言
葉
﹁
列
子
︑
風
を
御
し
て
行
き
て
︑
冷

然
と
し
て
善
な
り
﹂
を
基
本
に
置
い
て
︑
誰
れ
は
ば
か
る
こ
と
な
く
全
く
自
由
な
雰
囲

気
の
中
で
︑
議
論
を
楽
し
ん
で
お
り
︑﹁
冷
然
楼
﹂
の
建
設
者
は
︑
現
時
点
で
は
確
定
で

き
て
い
な
い
け
れ
ど
も
︑
第
七
代
自
身
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
︒
後

考
を
期
す
こ
と
に
し
た
い
︒

で
は
︑﹁
冷
善
楼
﹂
が
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
た
か
を
や
は
り
﹃
珮
川
日
記
﹄
よ

り
窺
っ
て
み
る
と
︑
文
政
五
年
一
一
月
三
日
に
﹁
冷
善
楼
の
招
き
に
応
じ
て
︑
谷
文
兆

の
大
幅
山
水
︵
現
在
︑
佐
賀
県
立
博
物
館
寄
託
︶
を
観
る
﹂
と
あ
り
︑
翌
年
二
月
二
一

日
の
花
見
の
折
に
は
︑﹁
詩
・
画
・
笙
笛
﹂
で
徹
夜
し
た
と
あ
る
︒
文
政
八
年
八
月
二
八

日
に
は
︑
丹
後
の
放
浪
の
女
流
歌
人
が
再
度
や
っ
て
き
て
︑
珮
川
と
会
っ
て
い
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
︒﹁
冷
善
楼
﹂
は
︑
詩
・
歌
・
書
・
画
・
音
楽
を
愛
す
る
人
々
が
集
う
場
と

し
て
賑
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
︒
幕
末
期
に
歌
の
定
例
の
会
が
お
こ
な
わ
れ

て
い
た
こ
と
も
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
様
子
は
︑
今
後
の
調
査
の
中
で
︑
新
し

く
出
て
く
る
資
料
が
︑
お
の
ず
か
ら
語
っ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
信
じ
て
疑
わ
な

い
︒

井 上 敏 幸
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報
告
要
旨

古
活
字
版
﹃
延
寿
撮
要
﹄
の
表
記
意
識

入

口

敦

志

古
来
日
本
に
お
い
て
は
︑
医
学
関
係
の
書
物
は
漢
文
で
書
か
れ
る
の
が
一
般
で
あ
っ

た
︒
医
学
書
だ
け
で
は
な
い
︒
正
式
な
文
書
や
歴
史
書
な
ど
︑
実
効
性
や
格
式
を
重
ん

じ
る
も
の
は
す
べ
て
漢
文
で
あ
っ
た
︒
多
少
の
ひ
ら
が
な
を
交
え
て
書
か
れ
て
い
る
古

文
書
で
︑﹁
可
被
下
候
﹂
や
﹁
可
申
候
﹂
な
ど
漢
文
特
有
の
返
読
を
残
し
て
い
る
の
は
そ

の
名
残
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
現
在
で
も
︑
公
的
な
書
類
な
ど
で
は
漢
字
の
使
用
率

が
高
く
な
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
︑
そ
う
い
う
伝
統
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
︒
こ
の
こ
と
を
簡
単
に
表
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
︒

漢
字

≧

カ
タ
カ
ナ

＞

ひ
ら
が
な

漢
文

＞

和
文

こ
れ
ほ
ど
強
固
な
漢
文
重
用
文
化
の
中
で
︑
特
異
な
医
学
書
が
あ
る
︒
そ
れ
は
曲
直

瀬
玄
朔
︵
一
五
四
九
︱
一
六
三
二
︶
に
よ
っ
て
著
述
さ
れ
た
﹃
延
寿
撮
要
﹄
と
い
う
医

学
書
で
あ
る
︒
野
中
烏
犀
圓
に
は
二
種
類
の
﹃
延
寿
撮
要
﹄
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
︑
貴

重
で
あ
る
︒
一
本
は
江
戸
時
代
の
初
期
に
活
字
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
︵
古
活
字

版
︶︑
も
う
一
本
は
寛
政
十
二
年
︵
一
八
五
〇
︶
に
木
板
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
も
の

︵
整
版
本
︑﹃
延
寿
養
生
﹄
と
改
題
︶︒
こ
の
二
種
類
に
よ
っ
て
江
戸
時
代
に
お
け
る
医
学

知
識
の
普
及
の
あ
り
方
の
典
型
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
︒

曲
直
瀬
玄
朔
は
後
陽
成
天
皇
︑
豊
臣
秀
吉
︑
徳
川
秀
忠
な
ど
の
貴
顕
に
重
用
さ
れ
た

医
学
界
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
豊
臣
秀
次
に
仕
え
て
い
た
た
め
︑
秀
次
の

失
脚
に
連
座
し
て
︑
一
時
常
陸
国
に
流
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
そ
の
際
︑
常
陸
の
民

百
姓
た
ち
が
医
学
知
識
も
な
く
病
に
苦
し
む
の
を
見
て
︑
普
及
の
た
め
に
著
述
し
た
の

が
こ
の
﹃
延
寿
撮
要
﹄
で
あ
っ
た
︒
慶
長
四
年
︵
一
五
九
九
︶
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の

事
情
は
跋
文
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
お
り
︑
士
民
の
た
め
に
﹁
倭
字
﹂
を
も
っ
て
書
い
た

と
あ
る
︒﹁
倭
字
﹂
と
は
ひ
ら
が
な
の
こ
と
で
あ
り
︑
ひ
ら
が
な
を
交
え
た
和
文
を
も
っ

て
書
か
れ
た
画
期
的
な
医
学
書
で
あ
っ
た
︒
後
陽
成
天
皇
の
叡
覧
に
供
え
た
後
︑
古
活

字
版
と
し
て
出
版
さ
れ
た
︒

更
に
こ
の
書
物
は
︑
江
戸
時
代
を
通
じ
て
刊
行
さ
れ
続
け
︑
庶
民
に
対
す
る
医
学
知

識
普
及
の
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
こ
と
を
示
す
の
が
整
版
本
で
あ
る
︒
こ
れ

は
︑
書
物
の
形
も
普
通
の
縦
長
で
は
な
く
︑
横
長
に
な
っ
て
お
り
︑
特
殊
で
あ
る
︒
横

長
の
本
を
﹁
横
本
﹂
と
呼
ん
で
い
る
が
︑
横
本
と
は
︑
実
用
的
な
知
識
を
懐
や
袖
に
入

れ
て
持
ち
歩
く
た
め
の
形
態
で
あ
っ
た
︒
更
に
︑
普
及
を
図
る
た
め
︑
本
文
も
漢
字
を

少
な
く
し
︑
漢
字
に
は
振
り
仮
名
が
振
ら
れ
て
い
る
︒

︻
古
活
字
版
︼

○
懐
妊
の
間
は
辛
辣
の
物
を
食
せ
す
恚
怒
の
心
を
生
せ
す
常
に
善
言
を
聞
善
事
を

見
善
事
を
行
へ
し
か
く
の
こ
と
く
な
れ
は
子
生
て
か
な
ら
す
福
寿
忠
孝
也

古活字版『延寿撮要』の表記意識

入 口 敦 志
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︻
整
版
本
︼

一
︑
懐
妊

く
わ
い
に
ん

の
間
は
︒
辛し

ん

辣ら
つ

の
物
を
食
せ
ず
︒
恚い

怒ど

の
心
を
生
ぜ
ず
︒
つ
ね
に
善せ

ん

言こ
ん

を
き
ゝ
︒
よ
き
事
を
見
︒
よ
き
事
を
お
こ
な
ふ
べ
し
︒
か
く
の
こ
と
く
な
れ

ば
︒
む
ま
れ
て
か
な
ら
す
︒
福ふ
く

寿じ
ゆ

忠ち
う

孝か
う

な
り

今
で
い
う
胎
教
を
教
え
る
一
文
で
あ
る
︒
整
版
本
の
方
が
大
変
読
み
や
す
く
な
っ
て

い
る
こ
と
は
す
ぐ
に
わ
か
る
︒
題
名
も
古
活
字
版
が
﹃
延
寿
撮
要
﹄
で
あ
っ
た
の
を
︑

整
版
本
で
は
﹃
延
寿
養
生
﹄
に
改
題
さ
れ
て
お
り
︑
な
じ
み
が
な
く
わ
か
り
に
く
い
﹁
撮

要
﹂︵
要
点
の
抜
書
と
い
う
意
味
︶
と
い
う
漢
語
を
﹁
養
生
﹂
と
い
う
わ
か
り
や
す
い
言

葉
に
置
き
換
え
て
い
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
古
活
字
版
﹃
延
寿
撮
要
﹄

に
は
最
初
に
﹁
養
生
之
総
論
﹂
と
最
後
に
跋
文
と
が
あ
る
の
だ
が
︑
そ
の
文
章
は
漢
文

で
書
か
れ
て
い
る
︒
重
要
な
こ
と
は
漢
文
で
書
く
と
い
う
伝
統
は
︑
残
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
整
版
本
﹃
延
寿
養
生
﹄
で
は
︑﹁
養
生
之
総
論
﹂
は
ひ
ら
が
な
の
文

章
に
直
さ
れ
て
お
り
︑
漢
文
の
跋
文
は
省
か
れ
て
い
る
︒
実
は
烏
犀
圓
蔵
の
﹃
延
寿
養

生
﹄
は
初
版
で
は
な
く
︑
後
刷
り
で
︑
初
版
に
は
漢
文
の
跋
が
そ
の
ま
ま
付
さ
れ
て
い

た
︒
そ
れ
を
お
そ
ら
く
後
刷
り
の
際
︑
無
用
の
も
の
と
し
て
省
い
て
し
ま
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
︒
こ
う
し
て
︑
曲
直
瀬
玄
朔
の
手
を
離
れ
た
後
も
︑
庶
民
に
も
読
み
や
す
く
し

た
い
と
い
う
玄
朔
の
意
思
は
受
け
継
が
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
烏
犀
圓
蔵
の
二
種
の
﹃
延
寿
撮
要
﹄
は
︑
庶
民
へ
の
医
学
知
識
の
普

及
の
た
め
︑
漢
文
を
和
文
に
︑
漢
字
を
ひ
ら
が
な
に
直
す
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

を
示
す
恰
好
の
資
料
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒

入 口 敦 志
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報
告
要
旨

野
中
家
に
み
る
解
剖
図

青

木

歳

幸

野
中
家
は
︑
江
戸
前
期
か
ら
薬
種
商
と
し
て
代
々
経
営
を
行
っ
て
き
た
の
で
︑
同
家

に
は
︑
江
戸
前
期
か
ら
の
漢
方
医
薬
書
が
多
数
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
同
時
代
の
最
新
の

医
薬
書
を
購
入
し
︑
最
新
の
製
薬
等
の
研
究
に
利
用
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
さ
ら
に

西
洋
医
学
が
普
及
す
る
と
︑
西
洋
外
科
書
・
翻
訳
書
︑
洋
文
の
原
書
も
少
な
か
ら
ず
所

蔵
さ
れ
て
き
た
︒
本
報
告
に
お
い
て
は
︑
野
中
家
所
蔵
の
外
科
書
の
う
ち
︑
解
剖
書
の

﹃
蔵
志
﹄︑﹃
施
薬
院
解
体
図
﹄︑﹃
解
臓
図
賦
﹄︑﹃
解
屍
新
編
﹄︑﹃
解
体
新
正
図
﹄
の
五
つ

の
紹
介
と
歴
史
的
意
義
を
考
察
し
た
︒

京
都
の
医
師
山
脇
東
洋
が
︑
宝
暦
四
年
︵
一
七
五
四
︶
に
︑
京
都
の
六
角
獄
舎
で
観

臓
を
実
施
し
︑
五
年
後
の
宝
暦
九
年
に
刊
行
し
た
の
が
﹃
蔵
志
﹄
で
あ
る
︒﹃
蔵
志
﹄︵
刊

本
︶
は
野
中
家
に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
た
︒
山
脇
東
洋
の
解
剖
の
あ
と
︑
萩
の
栗
山
孝
庵

が
︑
宝
暦
八
年
に
男
屍
を
︑
宝
暦
九
年
に
女
屍
を
解
剖
し
た
︒
古
河
藩
医
河
口
信
任
は
︑

藩
主
が
京
都
所
司
代
に
就
任
し
た
た
め
︑
京
都
で
明
和
八
年
︵
一
七
七
一
︶
に
男
屍
の

解
剖
を
実
施
し
た
︒
こ
の
と
き
信
任
は
︑
我
が
国
で
最
初
に
頭
部
解
剖
を
実
施
し
︑
翌

明
和
九
年
に
﹃
解
屍
編
﹄
と
し
て
刊
行
し
た
︒

寛
政
一
〇
年
︵
一
七
九
八
︶︑
施
薬
院
の
三
雲
環
善
と
山
脇
東
海
が
︑
三
四
才
男
子
の

解
剖
を
実
施
し
た
︒
そ
の
解
剖
図
が
﹃
施
薬
院
解
男
体
蔵
図
﹄
で
あ
る
︒
蘭
語
に
よ
る

解
説
も
あ
り
︑
蘭
学
の
影
響
を
強
く
う
け
た
解
剖
図
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
︒
国
会

図
書
館
・
京
都
大
学
図
書
館
・
早
稲
田
大
学
図
書
館
本
が
と
く
に
知
ら
れ
て
い
る
が
︑

野
中
家
本
の
存
在
は
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
︒﹃
施
薬
院
解
体
図
﹄︵
写
本
︶

と
表
題
の
あ
る
冊
子
に
描
か
れ
︑
筆
写
の
段
階
で
蘭
語
が
省
略
さ
れ
て
い
る
が
︑
解
剖

図
は
原
図
を
か
な
り
忠
実
に
模
写
し
て
あ
る
︒

『解
臓
図
賦
﹄︵
刊
本
︶
は
︑
文
政
四
年
︵
一
八
二
一
︶︑
京
都
の
蘭
方
医
小
森
桃
塢
が

主
宰
し
︑
門
人
池
田
冬
蔵
ら
が
執
刀
し
た
解
剖
を
翌
五
年
に
刊
行
し
た
も
の
︒
こ
の
解

剖
へ
の
参
加
者
が
総
数
一
二
三
名
で
︑
江
戸
期
に
お
け
る
最
大
規
模
の
解
剖
で
あ
り
︑

乳
び
管
が
初
め
て
実
見
さ
れ
︑
本
書
に
そ
の
最
新
の
解
剖
成
果
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
︑

各
地
に
解
剖
知
識
の
普
及
に
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
︒

『解
屍
新
編
﹄︵
写
本
︶
は
︑﹃
解
屍
編
﹄
に
疑
問
を
抱
い
た
下
野
那
須
郡
出
身
の
儒
者

諸
葛
君
測
︵
琴
台
︶
の
監
督
の
も
と
︑
寛
政
年
間
に
日
光
で
行
っ
た
解
剖
を
︑
晁
貞
煥

(俊
章
)著
・
元
正
匡
輔
画
で
図
示
し
た
も
の
︒﹁
寛
政
乙
卯
︵
一
七
九
五
︶
之
冬
﹂
の
日

付
で
︑
当
時
の
所
蔵
者
下
旭
野
隠
士
の
跋
文
が
あ
り
︑
末
尾
に
は
文
政
一
〇
年
︵
一
八

二
七
︶
八
月
二
三
日
に
鈴
木
雅
長
が
写
し
た
と
あ
る
︒
本
書
に
﹁
日
光
山
御
医
師
山
中

療
養
院
蔵
﹂
の
蔵
印
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
山
中
療
養
院
の
旧
蔵
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
︒
寛
政
年
間
に
は
下
野
で
も
解
剖
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒

『解
体
新
正
図
﹄︵
写
本
︶
は
︑
明
治
三
年
に
仁
良
川
︵
現
下
野
市
仁
良
川
︶
で
︑
田

谷
隆
輔
を
会
主
と
し
て
行
わ
れ
た
解
剖
を
︑﹃
解
体
正
図
﹄
に
基
づ
い
て
八
枚
の
図
に
ま

と
め
た
も
の
︒﹃
解
体
正
図
﹄
は
︑
下
野
国
の
壬
生
藩
で
︑
藩
医
の
齋
藤
玄
昌
︵
玄
正
︶

ら
を
会
主
と
し
て
天
保
一
一
(一
八
四
〇
)年
一
二
月
一
一
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
解
剖
の

彩
色
図
の
こ
と
︒﹃
解
体
新
正
図
﹄
は
︑﹃
解
体
正
図
﹄
よ
り
さ
ら
に
詳
細
に
説
明
が
加

野中家にみる解剖図

青 木 歳 幸
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え
ら
れ
︑
末
尾
に
﹁
右
者
於
野
州
仁
良
川
解
体
︑
明
治
三
庚
午
歳
二
月
十
六
日
︑
会
主

田
谷
隆
輔

清
斎
印
﹂
と
あ
る
︒

以
上
か
ら
︑
山
脇
東
洋
に
よ
っ
て
︑
人
体
解
剖
へ
の
道
が
開
か
れ
︑
寛
政
期
に
京
都

を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
た
解
剖
が
︑
文
政
期
に
は
地
方
で
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑

ま
た
下
野
で
の
解
剖
図
が
︑
佐
賀
に
ま
で
普
及
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
判
明
し
︑
野
中

家
所
蔵
の
解
剖
図
か
ら
︑
我
が
国
︑
近
世
の
解
剖
の
発
達
史
が
読
み
取
れ
よ
う
︒

青 木 歳 幸
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野中家本『施薬院解体図』

野中家本『解体新正図』 野中家本『解屍新編』



報
告
要
旨

小
車
社
︱
幕
末
佐
賀
の
和
歌
サ
ー
ク
ル
︱

三
ツ
松

誠

幕
末
の
野
中
家
が
藩
主
側
近
周
辺
の
和
歌
サ
ー
ク
ル
に
深
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
︑

佐
賀
の
文
学
史
に
興
味
を
有
す
る
人
間
に
は
︑
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
︒
し
か
し

今
回
の
資
料
調
査
で
は
未
だ
関
係
資
料
に
取
り
掛
か
っ
て
い
な
い
︒
そ
こ
で
今
ま
で
に

分
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
整
理
し
て
︑
今
後
の
調
査
・
研
究
の
手
掛
か
り
と
す
る
の
が

こ
の
報
告
の
目
的
で
あ
る
︒

当
時
の
野
中
家
で
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
の
は
︑
野
中
元
右
衛
門
︵
一
八
一
二
︱

一
八
六
七
︶
で
あ
る
︒
彼
は
︑
従
弟
の
野
中
家
第
八
代
源
兵
衛
安
貞
が
若
年
だ
っ
た
こ

と
か
ら
︑
野
中
家
の
経
営
を
中
心
的
に
切
り
盛
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
佐
賀
藩
に
設

け
ら
れ
た
代
品
方
の
用
達
の
一
人
を
務
め
︑
酒
造
業
︑
有
田
焼
や
嬉
野
茶
の
関
連
事
業

に
も
携
わ
っ
た
と
い
う
︒
ま
た
︑
パ
リ
万
国
博
覧
会
の
佐
賀
藩
使
節
五
名
の
う
ち
の
一

人
と
し
て
パ
リ
に
渡
る
も
の
の
︑
そ
の
地
で
死
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
そ
ん
な

彼
は
歌
人
と
し
て
古
水
の
号
を
持
ち
︑
小
車
社
に
参
加
し
︑
幕
末
佐
賀
歌
壇
に
も
名
を

残
し
て
い
る
︒

小
車
社
は
南
里
有
隣
︑
そ
の
没
後
は
古
川
松
根
を
中
心
に
し
た
︑
和
歌
サ
ー
ク
ル
で

あ
る
︒
有
隣
︵
一
八
一
二
︱
一
八
六
四
︶
は
藩
校
弘
道
館
で
和
学
を
教
え
︑
藩
主
直
正

の
娘
の
和
歌
の
師
で
も
あ
っ
た
︒
歌
集
・
文
集
や
︑
地
域
史
に
関
す
る
記
録
を
編
纂
し

た
﹁
肥
前
旧
事
﹂
な
ど
︑
数
々
の
著
作
を
残
し
て
い
る
︒
彼
は
ま
た
︑
キ
リ
ス
ト
教
思

想
に
影
響
を
受
け
て
独
自
の
神
道
神
学
を
作
り
出
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
︒
松

根
︵
一
八
一
三
︱
一
八
七
一
︶
は
藩
主
直
正
と
年
齢
の
近
し
い
側
近
で
あ
り
︑
京
都
政

情
探
索
な
ど
の
重
要
な
仕
事
を
担
い
︑
最
期
は
直
正
に
殉
死
し
て
い
る
︒
直
正
の
近
臣

と
し
て
書
画
や
衣
文
道
な
ど
諸
芸
に
通
じ
︑
歌
人
と
し
て
は
有
隣
と
も
ど
も
︑
桂
園
派

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
︒

小
車
社
の
活
動
は
天
保
十
五
年
末
︵
一
八
四
五
︶
ご
ろ
か
ら
確
認
さ
れ
︑
最
初
の
記

録
上
の
参
加
者
は
四
人
だ
っ
た
が
︑﹃
小
車
集
﹄︵
一
八
六
七
︶
に
は
古
水
や
安
貞
ら
三

十
余
人
が
名
を
連
ね
︑
そ
の
中
に
は
佐
多
子
こ
と
︑
藩
主
直
正
も
含
ま
れ
て
い
た
︒
野

中
家
は
歌
会
の
会
場
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
︑
松
根
に
よ
っ
て
車
輪
の
描
か
れ
た
弁
当

箱
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
︒
ま
た
︑
松
根
の
歌
集
は
安
貞
の
尽
力
に
よ
っ
て
刊
行
さ

れ
て
い
る
︒
小
車
社
に
お
け
る
野
中
家
両
人
の
位
置
に
は
軽
視
で
き
な
い
も
の
が
あ

る
︒あ

る
い
は
長
崎
に
住
ん
で
い
た
国
学
者
中
島
広
足
︵
一
七
九
二
︱
一
八
六
四
︶
が
嘉

永
七
年
︵
一
八
五
四
︶
に
佐
賀
を
旅
し
た
際
に
は
︑
長
ら
く
野
中
家
を
拠
点
に
行
動
し

て
い
た
︒
そ
し
て
広
足
は
こ
の
時
の
旅
日
記
を
出
版
す
る
に
至
る
の
だ
が
︑
そ
の
際
︑

佐
賀
の
関
係
者
か
ら
資
金
援
助
を
受
け
て
お
り
︑
完
成
品
を
古
水
に
も
送
ろ
う
と
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
︒
な
お
後
世
︑
広
足
に
学
ん
だ
熊
本
の
羽
田
真
足
︵
一
八
一

六
︱
一
九
〇
三
︶
の
孫
が
そ
の
遺
稿
集
を
出
版
し
た
際
に
︑
や
は
り
野
中
家
は
こ
れ
に

協
力
し
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
幕
末
佐
賀
の
和
歌
サ
ー
ク
ル
と
し
て
多
彩
な
人
物
を
擁
し
た
小
車
社
に

つ
い
て
理
解
す
る
上
で
︑
野
中
元
右
衛
門
／
古
水
を
外
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な

小車社―幕末佐賀の和歌サークル―

三 ツ 松 誠
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い
︒
そ
の
た
め
に
も
︑
丁
寧
な
資
料
の
調
査
整
理
が
大
切
に
な
る
は
ず
で
あ
る
︒
古

水
・
安
貞
は
勿
論
︑
南
里
有
隣
や
古
川
松
根
︑
中
島
広
足
を
調
べ
る
上
で
も
︑
そ
れ
は

重
要
な
作
業
と
な
ろ
う
︒

※
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
２
５
２
４
５
０
２
９
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
を
利
用
し
て
い
る
︒

三 ツ 松 誠
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報
告
要
旨

幕
末
維
新
期
野
中
家
の
経
営

伊

藤

昭

弘

本
報
告
は
︑
幕
末
維
新
期
野
中
家
の
経
営
状
況
を
概
観
し
︑
そ
の
う
え
で
同
家
の
経

営
構
造
や
︑
同
家
が
形
成
し
て
い
た
経
済
・
金
融
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
姿
を
描
き
出
す
こ

と
を
目
的
と
し
た
︒
対
象
時
期
を
幕
末
維
新
期
と
し
た
の
は
︑
野
中
家
資
料
に
遺
る
数

少
な
い
経
営
関
係
史
料
が
︑
当
該
期
の
も
の
だ
っ
た
た
め
で
あ
る
︒
ま
た
そ
の
史
料
か

ら
︑
同
家
が
構
築
し
た
経
済
・
金
融
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
︑
当
該
期
の
佐
賀
藩
政
や
地
域

経
済
構
造
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
た
︒

そ
の
史
料
は
﹁
目
安
帳
﹂
と
い
う
表
題
を
与
え
ら
れ
て
お
り
︑
嘉
永
五
年
︵
一
八
五

二
︶︑
安
政
元
～
五
年
︵
一
八
五
四
～
一
八
五
八
︶︑
元
治
元
～
慶
応
三
年
︵
一
八
六
四

～
一
八
六
七
︶︑
明
治
二
～
四
年
︵
一
八
六
九
～
一
八
七
一
︶︑
同
六
～
八
年
︵
一
八
七

三
～
一
八
七
五
︶
の
分
が
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
︒
資
産
︵
現
金
や
製
薬
関
係
物
資
の

在
庫
︑
債
権
な
ど
︶
と
債
務
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
お
り
︑
い
わ
ば
﹁
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
﹂

と
い
い
う
る
内
容
で
あ
る
︒

｢目
安
帳
﹂
に
は
︑﹁
店
﹂
や
﹁
酒
場
﹂
へ
の
﹁
か
し
﹂
が
毎
年
計
上
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
こ
と
か
ら
︑﹁
目
安
帳
﹂
は
野
中
家
の
経
営
部
門
で
あ
る
製
薬
業
︵﹁
店
﹂︶
お
よ
び

当
該
期
蓮
池
町
に
て
営
ん
で
い
た
酒
造
業
︵﹁
酒
場
﹂︶
を
帳
簿
上
は
分
離
し
た
︑
同
家

の
い
わ
ゆ
る
﹁
奥
﹂
の
資
産
・
債
務
一
覧
帳
簿
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
﹁
目
安
帳
﹂

で
は
︑﹁
奥
﹂
の
資
産
か
ら
債
務
を
差
し
引
い
た
純
資
産
に
︑﹁
店
﹂
と
﹁
酒
場
﹂
の
﹁
有

物
﹂
を
合
計
し
︑
最
終
決
算
と
し
て
い
る
︒
本
報
告
で
は
﹁
有
物
﹂
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の

純
資
産
と
推
定
し
︑
最
終
的
に
﹁
奥
﹂﹁
店
﹂﹁
酒
場
﹂
と
い
う
野
中
家
内
部
の
経
営
体

全
て
の
純
資
産
を
合
計
し
た
︑
と
考
え
た
︒

野
中
家
の
総
純
資
産
の
推
移
を
み
る
と
︑
嘉
永
五
年
か
ら
明
治
八
年
に
か
け
八
倍
以

上
に
増
加
し
て
お
り
︑
当
該
期
に
同
家
の
経
営
は
拡
大
し
た
よ
う
に
も
み
え
る
が
︑
物

価
上
昇
を
考
慮
す
る
と
︑
評
価
が
難
し
い
︒
当
該
期
野
中
家
は
烏
犀
圓
の
値
上
げ
を
二

度
に
わ
た
り
佐
賀
藩
に
申
請
し
て
お
り
︑
そ
の
願
書
か
ら
は
厳
し
い
経
営
状
況
に
も
み

え
る
︒
今
後
︑
よ
り
経
営
関
係
の
史
料
を
調
査
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
︒

同
家
の
債
務
は
元
治
元
年
か
ら
増
加
傾
向
を
み
せ
︑
明
治
四
年
か
ら
一
転
し
て
減
少

し
︑
同
六
年
以
降
は
ほ
と
ん
ど
経
営
に
影
響
し
な
い
規
模
と
な
る
︒
こ
れ
は
佐
賀
藩
か

ら
と
思
わ
れ
る
借
入
に
よ
る
も
の
で
︑
野
中
家
が
経
営
安
定
の
た
め
に
必
要
と
し
た
と

い
う
よ
り
は
︑
佐
賀
藩
か
ら
資
産
運
用
を
委
託
さ
れ
た
た
め
に
も
み
え
る
︒
同
家
に

と
っ
て
︑
か
え
っ
て
負
担
︵
運
用
益
の
上
納
︶
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

ま
た
﹁
目
安
帳
﹂
か
ら
は
︑
佐
賀
藩
家
臣
団
に
お
け
る
上
か
ら
ふ
た
つ
め
の
家
格
﹁
親

類
﹂
の
白
石
鍋
島
家
と
︑
野
中
家
の
密
接
な
関
係
が
確
認
で
き
る
︒
野
中
家
は
同
家
の

財
政
改
革
に
も
関
わ
っ
た
ほ
か
︑
資
金
を
融
通
す
る
だ
け
で
な
く
預
か
る
こ
と
も
あ
っ

た
︒
そ
の
ほ
か
鍋
島
市
佑
や
佐
野
常
民
︑
深
川
長
右
衛
門
な
ど
佐
賀
藩
の
有
力
家
臣
や

商
人
と
の
金
融
関
係
が
確
認
で
き
た
︒

｢目
安
帳
﹂
以
外
の
史
料
で
は
︑
佐
野
常
民
が
発
起
し
た
頼
母
子
講
の
証
文
が
伝
存
し
て
い

る
︒
こ
の
講
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
も
存
在
が
知
ら
れ
て
い
た
が
︑﹁
目
安
帳
﹂
の
記
載
と
あ

わ
せ
て
検
討
す
る
と
︑
野
中
家
の
経
済
・
金
融
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
よ
り
明
ら
か
と
な
ろ
う
︒

幕末維新期野中家の経営

伊 藤 昭 弘
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参
加
記

烏
犀
圓
調
査
に
期
待
す
る
も
の

白

石

良

夫

わ
た
し
の
大
学
院
で
の
研
究
対
象
は
︑
中
島
広
足
で
あ
っ
た
︒
三
十
数
年
前
︑
あ
る

論
文
で
広
足
の
紀
行
文
﹃
佐
嘉
日
記
﹄
に
触
れ
た
が
︑
広
足
の
佐
賀
で
の
逗
留
先
︑
野

中
古
水
に
つ
い
て
は
参
照
す
べ
き
文
献
を
探
し
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
そ
の
後

す
ぐ
九
州
の
地
を
離
れ
︑
そ
れ
と
同
時
に
研
究
の
関
心
も
広
足
を
離
れ
︑
野
中
古
水
も

そ
の
名
前
だ
け
を
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
に
入
れ
て
九
州
に
置
い
て
き
た
︒

七
年
前
︑
佐
賀
大
学
に
職
を
得
て
︑
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
ス
タ
ッ
フ

と
し
て
義
務
づ
け
ら
れ
た
市
民
向
け
公
開
講
座
で
︑
苦
し
紛
れ
に
﹃
佐
嘉
日
記
﹄
を
採

り
あ
げ
た
︒
採
り
あ
げ
た
の
は
い
い
が
︑
講
義
は
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
の
封
印
を
解
い
た

ば
か
り
の
内
容
で
︑
野
中
古
水
も
三
十
数
年
前
の
原
稿
か
ら
一
歩
も
前
に
進
ん
で
い
な

か
っ
た
︒
要
す
る
に
﹁
伝
未
詳
﹂
と
口
に
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
だ
が
︑
即
座
に
年
輩

の
数
人
か
ら
︑

｢そ
れ
は
ウ
サ
イ
エ
ン
だ
よ
﹂
と
い
う
声
が
あ
が
っ
た
︒

こ
れ
が
わ
た
し
と
野
中
烏
犀
圓
と
の
い
さ
さ
か
遅
す
ぎ
る
出
会
い
と
い
う
か
︑
長
く

て
細
す
ぎ
る
繋
が
り
と
い
う
か
︒
︱
︱
と
い
う
わ
け
で
︑
そ
の
わ
ず
か
な
縁
を
口
実
に

し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
傍
聴
記
を
書
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
︒

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
登
山
に
た
と
え
れ
ば
︑
地
図
の
な
い
未
踏
峰
を
︑
地
図
を
作

る
た
め
に
登
る
︑
と
で
も
言
え
ば
い
い
だ
ろ
う
︒
い
ま
何
合
目
に
さ
し
か
か
っ
た
の

か
︑
頂
上
は
ど
ん
な
風
景
な
の
か
︑
そ
ん
な
こ
と
は
制
覇
し
て
み
な
い
こ
と
に
は
︑
わ

か
ら
な
い
︒
と
い
う
こ
と
で
登
り
は
じ
め
た
山
で
あ
っ
た
︒

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
︑
こ
こ
ま
で
の
風
景
あ
る
い
は
測
量
の
途
中
報
告
で
あ

る
︒
か
な
り
高
く
美
し
い
山
で
あ
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
︑
精
確
な
地
図
作
成
の
た
め
の

基
礎
デ
ー
タ
は
着
実
に
揃
い
つ
つ
あ
る
︑
そ
ん
な
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ

た
︒井

上
敏
幸
氏
﹁
草
場
珮
川
と
第
七
代
野
中
恭
豊
﹂

草
場
珮
川
は
佐
賀
藩
多
久
出
身
の
漢
学
者
︒
珮
川
作
の
漢
文
扁
額
﹁
泠
善
樓
更
名

記
﹂︵
野
中
家
現
蔵
︶
を
読
み
解
く
︒
泠
善
楼
主
人
野
中
恭
豊
の
人
と
な
り
を
語
る
文
章

を
︑
珮
川
の
日
記
や
詩
集
な
ど
を
援
用
し
な
が
ら
読
解
し
て
ゆ
き
︑
珮
川
と
野
中
家
当

主
と
の
交
流
︑
お
よ
び
か
れ
ら
を
巡
る
文
化
サ
ー
ク
ル
の
様
子
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ

る
︒
現
段
階
で
使
え
る
資
料
が
珮
川
側
の
も
の
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
︑
今
後
の
烏

犀
圓
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
知
見
は
︑
よ
り
立
体
的
な
幕
末
佐
賀
漢
詩
文
壇
の
姿
を

鮮
明
に
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

入
口
敦
志
氏
﹁
古
活
字
版
﹃
延
寿
撮
要
﹄
の
表
記
意
識
﹂

野
中
家
に
も
現
蔵
す
る
︑
江
戸
初
期
出
版
の
医
学
書
﹃
延
寿
撮
要
﹄
は
︑
漢
字
ひ
ら

が
な
交
じ
り
で
書
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
一
見
な
ん
で
も
な
い
事
実
が
︑
じ
つ
は
江
戸
初

期
に
あ
っ
て
は
異
例
の
こ
と
な
の
だ
︑
と
い
う
ツ
カ
ミ
か
ら
入
る
話
は
︑
目
か
ら
ウ
ロ

コ
で
あ
る
︒
専
門
家
向
け
の
専
門
書
は
漢
文
で
書
か
れ
る
の
が
江
戸
時
代
の
常
識
︒
準

専
門
書
は
漢
字
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
﹃
延
寿
撮
要
﹄
は
︑
知
識
人

烏犀圓調査に期待するもの

白 石 良 夫
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で
は
な
い
一
般
庶
民
を
読
者
に
想
定
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
現
代
と
は
異
な
る

こ
の
表
記
意
識
の
暗
黙
の
規
準
は
︑
烏
犀
圓
に
の
こ
る
本
草
書
や
医
学
書
な
ど
を
位
置

付
け
る
た
め
の
新
た
な
座
標
軸
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒

青
木
歳
幸
氏
﹁
野
中
家
に
み
る
解
剖
図
﹂

野
中
家
所
蔵
の
﹃
蔵
志
﹄﹃
施
薬
院
解
体
図
﹄﹃
解
臓
図
賦
﹄﹃
解
屍
新
編
﹄﹃
解
体
新

正
図
﹄
を
紹
介
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
意
義
を
解
説
す
る
︒
日
本
医
学
史
の
豊
富
な
知

識
に
よ
る
報
告
は
︑
今
後
︑
解
剖
図
に
と
ど
ま
ら
ず
他
の
分
野
の
医
学
書
︑
本
草
書
な

ど
に
も
拡
が
っ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
︒
さ
ら
に
︑
書
入
れ
や
識
語
︑
蔵
書
印
の
調
査
な
ど

に
よ
っ
て
︑
烏
犀
圓
の
﹁
知
の
蓄
積
の
歴
史
﹂
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
描
け
れ
ば
楽
し
い
︑

な
ど
と
夢
想
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
︒

野
中
源
一
郎
氏
﹁
浅
田
宗
伯
に
よ
る
天
璋
院
篤
姫
診
療
自
筆
記
録
﹂

浅
田
宗
伯
は
徳
川
将
軍
家
の
御
典
医
︑
江
戸
に
迫
っ
た
薩
長
軍
の
西
郷
隆
盛
に
天
璋

院
篤
姫
の
手
紙
を
届
け
︑
江
戸
城
無
血
開
城
を
実
現
さ
せ
た
こ
と
で
も
有
名
で
あ
る
︒

そ
の
宗
伯
の
自
筆
の
診
療
記
録
︵
野
中
家
現
蔵
︶
を
読
み
解
く
︒
診
療
記
録
と
い
う
よ

り
︑
調
合
し
た
薬
の
名
前
の
記
述
が
多
い
︒
さ
す
が
薬
学
博
士
に
し
て
漢
方
薬
の
老
舗

の
当
主
︑
薬
の
原
材
料
か
ら
功
能
ま
で
︑
的
確
に
指
摘
し
て
病
名
を
推
測
す
る
と
こ
ろ

は
︑
見
事
な
手
並
み
と
感
心
さ
せ
ら
れ
る
︒
ご
当
人
は
し
き
り
に
﹁
理
系
の
人
間
﹂
と

遠
慮
さ
れ
て
い
た
が
︑
文
理
融
合
の
当
共
同
研
究
に
は
不
可
欠
の
知
見
と
な
る
で
あ
ろ

う
︒三

ツ
松
誠
氏
﹁
小
車
社
︱
幕
末
佐
賀
の
和
歌
サ
ー
ク
ル
︱
﹂

近
世
の
和
学
は
︑
大
き
く
伝
統
的
な
堂
上
派
系
と
新
興
の
古
学
派
系
と
に
分
け
ら
れ

る
︒
佐
賀
は
本
藩
・
支
藩
と
も
に
公
家
社
会
と
の
結
び
付
き
が
つ
よ
く
︑
和
歌
を
始
め

と
す
る
和
学
は
堂
上
派
系
の
そ
れ
を
受
容
し
て
お
り
︑
そ
の
資
料
も
豊
富
に
あ
る
︒
一

方
の
古
学
派
系
和
学
の
実
態
に
つ
い
て
は
︑
資
料
不
足
の
た
め
に
十
分
な
解
明
が
す
す

ん
で
い
な
い
︒
そ
れ
だ
け
に
︑
古
学
派
系
サ
ー
ク
ル
小
車
社
の
中
心
に
い
た
野
中
家
の

資
料
に
は
期
待
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
︒
わ
た
し
自
身
︑
蔵
の
な
か
で
本
草
書
に
交

じ
っ
て
﹃
湖
月
抄
﹄︵
源
氏
物
語
註
釈
書
︶
と
宣
長
の
語
学
関
係
書
を
目
撃
し
た
が
︑
ま

だ
序
の
口
の
序
の
口
で
あ
る
︒

伊
藤
昭
弘
氏
﹁
幕
末
維
新
期
野
中
家
の
経
営
﹂

野
中
家
の
帳
簿
﹁
目
安
帳
﹂
の
詳
細
な
分
析
に
よ
っ
て
︑
幕
末
維
新
期
の
野
中
家
の

経
営
状
況
を
窺
う
︒
資
産
管
理
の
方
法
︑
政
治
経
済
の
変
動
に
い
か
に
対
応
し
て
こ
の

動
乱
期
を
乗
り
切
っ
た
か
︑
と
い
っ
た
こ
と
が
解
明
さ
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
佐
賀
藩
や
藩

重
臣
︑
精
錬
方
な
ど
と
の
金
融
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
様
相
に
も
及
ぶ
︒
有
力
商
人
と
し
て

藩
財
政
に
関
与
す
る
こ
と
︵
御
用
商
人
で
あ
る
こ
と
︶
が
リ
ス
ク
を
伴
っ
て
い
た
と
い

う
話
も
︑
新
鮮
で
あ
っ
た
︒
戊
辰
戦
役
に
調
達
し
た
武
器
の
未
納
入
分
が
大
量
に
残
っ

て
い
た
︑
な
ど
と
い
う
野
中
源
一
郎
氏
の
家
伝
の
紹
介
も
興
味
深
か
っ
た
︒

告
知
か
ら
あ
ま
り
ゆ
と
り
の
な
い
日
程
で
開
催
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
準
備
し
た

資
料
が
足
り
な
く
な
る
ほ
ど
の
盛
況
で
︑
市
民
の
関
心
の
高
さ
を
感
じ
さ
せ
る
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
だ
け
に
︑
フ
ロ
ア
か
ら
の
発
言
の
時
間
が
十
分
に
確
保
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
の
に
は
︑
報
告
の
中
身
が
充
実
し
て
い
た
だ
け
に
︑
い
さ
さ
か
残
念
で

は
あ
っ
た
︒

白 石 良 夫
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参
加
記

第
七
回
地
域
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
江
戸
時
代
の
佐
賀
︱
﹁
野
中
家
資
料
﹂
の
可
能
性
を
探
る
︱
﹂
に
参
加
し
て

有

坂

道

子

今
回
︑
平
成
二
七
年
︵
二
〇
一
五
︶
九
月
二
七
日
に
佐
賀
大
学
で
開
催
さ
れ
た
第
七

回
地
域
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
江
戸
時
代
の
佐
賀
﹁
野
中
家
資
料
﹂
の
可
能
性
を
探
る
﹂

に
参
加
し
た
︒
当
日
は
多
く
の
一
般
参
加
者
が
来
場
し
︑
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
会
場
は
ほ
ぼ

満
席
で
︑
野
中
家
資
料
を
扱
う
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
を
う
か
が
わ

せ
た
︒

野
中
家
資
料
に
つ
い
て
は
︑
過
去
に
一
部
調
査
は
行
わ
れ
て
い
た
が
︑
膨
大
な
資
料

群
全
体
を
本
格
的
に
調
査
・
研
究
す
る
ま
で
に
至
っ
て
お
ら
ず
︑
佐
賀
大
学
を
中
心
と

す
る
研
究
チ
ー
ム
に
よ
っ
て
こ
こ
数
年
少
し
ず
つ
調
査
が
進
め
ら
れ
て
き
た
︒
本
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
で
は
︑
こ
れ
ま
で
の
調
査
の
中
で
見
え
て
き
た
知
見
に
基
づ
く
六
本
の
報
告

が
準
備
さ
れ
︑
野
中
家
資
料
が
持
つ
重
要
性
・
貴
重
性
そ
し
て
多
様
性
を
再
認
識
さ
せ

る
も
の
と
な
っ
た
︒

資
料
の
重
要
性
と
い
う
点
で
は
︑
野
中
家
が
佐
賀
の
地
で
製
薬
業
を
営
ん
で
き
た
こ

と
か
ら
︑
解
剖
書
を
含
む
多
く
の
医
学
書
を
所
蔵
し
て
お
り
︑
江
戸
期
医
学
の
研
究
に

重
要
な
資
料
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
こ
の
点
︑
青
木
報
告
の
質
疑
に
お

い
て
指
摘
が
あ
っ
た
︑
製
薬
業
の
家
で
あ
り
な
が
ら
解
剖
書
の
よ
う
な
特
殊
専
門
性
の

高
い
蔵
書
が
あ
る
こ
と
を
ど
う
考
え
る
か
は
重
要
な
課
題
の
ひ
と
つ
と
な
る
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑
こ
れ
ら
の
資
料
が
医
学
資
料
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
︑
当
時
の
意
識
や
感
覚
に

踏
み
込
ん
だ
考
察
の
材
料
と
も
な
る
こ
と
を
示
し
た
入
口
報
告
の
よ
う
に
︑
ユ
ニ
ー
ク

な
切
り
口
か
ら
の
成
果
も
期
待
さ
れ
る
︒

貴
重
性
と
い
う
点
で
は
︑
野
中
家
が
三
九
〇
年
近
く
に
わ
た
っ
て
佐
賀
で
家
業
を
受

け
継
い
で
お
り
︑
長
い
時
間
の
中
で
資
料
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

野
中
報
告
が
そ
の
一
例
を
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
実
際
の
医
療
活
動
を
記
録
し
た
貴
重

な
医
学
資
料
が
多
い
こ
と
は
大
き
な
特
徴
で
あ
る
︒
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
︑
長
い
タ
イ

ム
ス
パ
ン
で
歴
史
的
変
化
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
た
め
︑
伊
藤
報
告
の
よ
う
に
経
時
変

化
を
追
っ
た
経
営
分
析
も
可
能
で
あ
る
︒

多
様
性
と
い
う
点
で
は
︑
報
告
の
二
本
は
文
学
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
︑
野
中
家
が

文
芸
の
面
で
も
地
域
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
井
上
報

告
・
三
ツ
松
報
告
で
は
︑
詩
文
や
和
歌
の
活
動
を
跡
づ
け
る
こ
と
で
野
中
家
と
藩
や
地

域
と
の
結
び
つ
き
︑
あ
る
い
は
当
時
の
文
人
交
流
の
様
相
を
明
ら
か
に
で
き
る
こ
と
が

示
さ
れ
た
︒

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
︑
野
中
家
の
資
料
が
︑
医
学
を
中
心
と
し
つ
つ
文
学
や
思

想
・
経
済
・
歴
史
な
ど
多
様
な
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
を
可
能
と
す
る
資
料
群
で
あ
る
こ
と

を
印
象
づ
け
た
︒
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
副
題
は
﹁
野
中
家
資
料
﹂
の
可
能
性
を
探
る
︑
で

あ
っ
た
が
︑
ま
さ
に
野
中
家
資
料
を
活
用
し
た
研
究
が
︑
さ
ま
ざ
ま
な
広
が
り
を
持
つ

も
の
と
な
る
こ
と
を
十
分
に
期
待
さ
せ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
あ
っ
た
︒
今
後
研
究
が
進

め
ば
︑
江
戸
時
代
の
佐
賀
に
お
け
る
野
中
家
の
位
置
づ
け
も
改
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

し
︑
医
学
史
や
地
域
史
の
大
き
な
枠
組
み
に
新
た
な
事
実
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
︒

第七回地域学シンポジウム「江戸時代の佐賀―「野中家資料」の可能性を探る―」に参加して

有 坂 道 子
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資
料
紹
介

御
殿
診
藉(
籍
)

解
題

浅
田
宗
伯
に
よ
る
天
璋
院
篤
姫
ら
診
療
記
録
に
つ
い
て

野

中

源
一
郎

青

木

歳

幸

は
じ
め
に

佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
︑
平
成
二
四
年
一
〇
月
か
ら
︑
野

中
烏
犀
圓
家
資
料
の
整
理
に
当
た
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
︒
野
中
家
は
︑
寛
永
三
年

︵
一
六
二
六
︶
創
業
の
代
々
製
薬
業
を
営
ん
で
き
た
家
で
︑
幕
末
期
の
野
中
元
右
衛
門
は

慶
応
三
年
︵
一
八
六
七
︶
パ
リ
万
博
に
も
参
加
す
る
な
ど
︑
佐
賀
藩
の
御
用
達
商
人
と

し
て
も
活
躍
し
た
︒

同
家
の
資
料
は
戦
国
末
期
か
ら
近
現
代
ま
で
の
医
薬
・
典
籍
を
中
心
に
︑
教
養
書
・

和
歌
・
古
文
書
・
財
政
記
録
な
ど
多
数
に
及
ぶ
︒
そ
の
た
め
資
料
整
理
は
︑
開
始
以
来
︑

ほ
ぼ
毎
月
一
泊
二
日
で
行
わ
れ
︑
現
在
︑
医
薬
書
を
中
心
に
整
理
番
号
を
つ
け
つ
つ
︑

一
〇
〇
〇
点
を
超
す
医
薬
書
分
類
目
録
の
作
成
準
備
中
で
あ
る
︒

そ
の
整
理
の
な
か
で
︑
注
目
す
べ
き
典
籍
・
医
学
書
が
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
の

で
︑
平
成
二
七
年
九
月
二
七
日
に
︑﹁
薬
種
商
野
中
家
︵
ウ
サ
イ
エ
ン
︶
か
ら
み
る
江
戸

時
代
の
佐
賀
︱
﹁
野
中
家
資
料
﹂
の
可
能
性
を
探
る
︱
﹂
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開

催
し
︑
資
料
整
理
の
中
間
報
告
を
お
こ
な
う
と
と
も
に
︑
野
中
家
資
料
の
学
術
的
歴
史

的
意
義
の
高
さ
を
確
認
し
あ
っ
た
︒

本
稿
は
︑
そ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
野
中
源
一
郎
﹁
浅
田
宗
伯
に
よ
る
天
璋
院

篤
姫
診
療
記
録
﹂
を
も
と
に
再
構
成
し
︑
か
つ
診
療
記
録
の
全
文
を
翻
刻
し
て
︑
研
究

の
便
を
は
か
る
も
の
で
あ
る
︒
青
木
歳
幸
は
主
に
大
奥
の
歴
史
的
変
遷
と
史
料
翻
刻

を
︑
野
中
源
一
郎
は
診
療
記
録
及
び
医
薬
の
分
析
を
担
当
し
た
︒

明
治
以
後
の
篤
姫
居
所
の
変
遷

診
療
記
録
は
︑﹁
御
殿
診
藉(籍
)

浅
田
宗
伯
﹂
と
﹁
御
殿
診
藉

浅
田
宗
伯

勿
誤
薬

室
﹂
と
い
う
付
箋
の
つ
い
た
二
冊
か
ら
な
っ
て
い
る
︒
最
初
の
一
冊
を
Ａ
︑
次
の
一
冊

を
Ｂ
と
す
る
︒
Ａ
の
改
装
さ
れ
た
表
紙
を
め
く
る
と
も
と
の
表
紙
が
出
て
く
る
︒
そ
の

表
紙
に
は
﹁
庚
午
・
辛
未
・
壬
申
・
癸
酉

御
殿
診
藉
﹂
と
あ
り
︑
明
治
三
年
︵
一
八

七
〇
︶・
四
年
︵
一
八
七
一
︶・
五
年
︵
一
八
七
二
︶・
六
年
︵
一
八
七
三
︶
の
御
殿
で
の

診
察
記
録
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
以
下
︑
本
診
療
記
録
は
﹁
診
藉
﹂
と
﹁
診
籍
﹂
を

混
用
し
て
い
る
が
︑
史
料
で
は
混
用
の

ま
ま
翻
刻
し
︑
解
説
文
に
お
い
て
は

﹁
診
籍
﹂
を
通
称
と
し
た
︒

こ
の
御
殿
と
は
松
御
殿
を
い
う
︒
松

御
殿
は
︑
一
一
代
将
軍
家
斉
の
正
室
茂

御殿診藉 解題

野 中 源一郎 ・ 青 木 歳 幸
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姫
︵
薩
摩
藩
八
代
藩
主
島
津
重
豪
の
娘
︑
篤
姫
と
も
い
う
︶
が
家
斉
死
後
︑
広
大
院
と

し
て
本
丸
大
奥
に
設
け
ら
れ
た
新
座
敷
を
松
御
殿
と
称
し
た
こ
と
か
ら
︑
将
軍
生
母
の

居
室
を
さ
す
よ
う
に
な
っ
た
︒
篤
姫
は
︑
家
定
死
後
︑
落
飾
し
て
天
璋
院
篤
姫
と
し
て

薩
摩
藩
の
縁
の
あ
る
広
大
院
ゆ
か
り
の
松
御
殿
に
居
住
し
て
い
た
︒

篤
姫
は
︑
大
政
奉
還
後
︑
江
戸
城
の
開
城
前
日
の
慶
応
四
年
︵
一
八
六
八
︶
三
月
一

〇
日
に
︑
一
橋
家
下
屋
敷
の
築
地
邸
︑
明
治
元
年
七
月
二
八
日
に
青
山
紀
州
邸
︵
赤
坂

邸
︶
に
移
り
︑
明
治
三
年
︵
一
八
七
〇
︶
八
月
一
二
日
に
尾
張
藩
下
屋
敷
の
牛
込
戸
山

邸
に
移
り
︑
明
治
五
年
九
月
二
七
日
に
赤
坂
溜
池
に
近
い
福
吉
町
の
旧
相
良
藩
邸
に
落

ち
着
き
︑
明
治
一
〇
年
一
〇
月
二
七
日
に
千
駄
ヶ
谷
に
徳
川
宗
家
に
あ
る
御
殿
が
完
成

し
︑
そ
こ
が
終
の
す
み
か
と
な
っ

(１
)

た
︒
移
転
し
た
屋
敷
で
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
大
奥
で
の
松

御
殿
の
呼
称
は
残
し
て
い
た
︒

従
っ
て
︑﹁
庚
午
正
月
﹂︑
す
な
わ
ち
明
治
三
年
の
正
月
か
ら
始
ま
る
こ
の
﹃
御
殿
診

籍
﹄
は
︑
篤
姫
が
青
山
紀
州
邸
か
ら
戸
山
邸
︑
そ
し
て
相
良
邸
に
居
住
し
て
い
た
時
代

の
御
殿
で
の
診
療
記
録
で
あ
る
︒

Ａ
の
表
紙
を
め
く
る
と
最
初
に
﹁
庚
午
正
月

勿
誤
薬
室
知
事
﹂
と
記
さ
れ
︑
お
ろ

せ
と
い
う
女
中
の
診
察
記
録
が
あ
り
︑

最
後
の
本
寿
院
ま
で
延
べ
九
七
人
の
患

者
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
Ｂ
に
は
︑
最
初

に
﹁
御
殿
診
籍
全

勿
誤
薬
室
知
事
﹂

と
書
か
れ
︑
歌
川
と
い
う
女
中
の
診
察

記
録
か
ら
始
ま
り
︑
妙
寿
老
ま
で
延
べ

七
一
人
の
診
療
記
録
が
記
さ
れ
て
い

る
︒
こ
れ
を
Ｂ
︵
ａ
︶
と
す
る
︒
続
い

て
次
に
﹁
壬
申
御
殿
診
籍

第
一

勿

誤
薬
室
知
事
﹂
と
あ
り
︑
患
者
の
歌
川
か
ら
お
笠
ま
で
三
三
人
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ

れ
を
Ｂ
︵
ｂ
︶
と
す
る
︒
次
に
﹁
癸
酉
診
籍
巻
之
第
壱

勿
誤
薬
室
知
事
﹂
と
あ
り
藤

野
の
み
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
を
Ｂ
︵
ｃ
︶
と
す
る
︒
次
に
﹁
壬
申
御
殿
診
籍
第
八
之

巻

勿
誤
葯
室
知
事
﹂
と
あ
り
︑
患
者
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
に
白
紙
一
枚
の
あ
と
︑
Ｂ

は
終
わ
る
︒
し
た
が
っ
て
Ａ
は
明
治
三
年
の
九
七
人
の
診
察
記
録
で
︑
Ｂ
は
︵
ａ
︶
明

治
四
年
の
七
一
人
と
︑︵
ｂ
︶﹁
壬
申
﹂
の
明
治
五
年
の
三
三
人
と
︑︵
ｃ
︶﹁
癸
酉
﹂
の

明
治
六
年
の
一
人
の
診
察
記
録
を
一
冊
に
合
冊
し
た
も
の
で
あ
る
︒

Ａ
の
最
初
に
記
載
者
の
﹁
勿
誤
薬
室
知
事
﹂
と
あ
る
の
は
︑﹁
勿
誤
薬
室
﹂
は
浅
田
宗

伯
の
号
で
あ
り
︑
知
事
は
事
務
を
司
る
者
の
意
味
で
︑
こ
の
場
合
︑
処
方
を
書
い
た
浅

田
宗
伯
自
身
と
思
わ
れ
る
︒

浅
田
宗
伯
は
︑
文
化
一
二
年
︵
一
八
一
五
︶
に
筑
摩
郡
栗
林
村
︵
松
本
の
郊
外
︶
の

医
家
に
生
ま
れ
︑
京
都
に
で
て
漢
方
を
学
び
︑
江
戸
で
幕
府
医
師
本
康
宗
円
の
知
己
を

え
て
︑
幕
府
医
師
︑
多
紀
家
に
近
づ
き
︑
や
が
て
︑
安
政
二
年
︵
一
八
五
五
︶
に
幕
府

お
目
見
え
医
師
と
な
り
︑﹃
医
心
方
﹄
の
校
合
に
あ
た
っ
た
︒
慶
応
元
年
︵
一
八
六
五
︶

に
フ
ラ
ン
ス
公
使
ロ
ッ
シ
ュ
の
病
気
を
治
療
し
た
︒
慶
応
三
年
に
天
璋
院
を
診
察
し
︑

以
後
も
漢
方
医
学
の
治
療
は
︑
宗
伯

が
一
人
で
診
察
し
た
︒
慶
応
四
年

︵
＝
明
治
元
年
︶︑
江
戸
城
開
城
に
つ

き
︑
天
璋
院
の
命
を
う
け
書
簡
を
西

郷
に
渡
し
て
︑
仲
介
の
労
を
と
っ
た

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
維
新

後
も
徳
川
家
に
仕
え
︑
大
奥
の
診
療

に
も
あ
た
っ
た
︒

『浅
田
宗
伯
処
方
全
集
﹄︵
以
下
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﹃
処
方
全
集
﹄
と
す
る
︶
に
よ
れ
ば
︑﹁
天
璋
・
晴
光
・
本
寿
三
夫
人
の
た
め
に
匕
を
執

る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
世
俸
二
〇
人
扶
持
と
扶
持
米
二
百
苞
を
賜

(２
)

り
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑

天
璋
院
と
晴
光
院
︑
本
寿
院
の
三
人
と
そ
の
御
付
き
の
者
の
診
察
に
当
た
っ
た
︒
晴
光

院
は
︑
家
斉
二
五
女
で
姫
路
藩
主
酒
井
忠
学
正
室
︒
し
か
し
明
治
元
年
に
な
く
な
っ
て

い
る
の
で
︑
本
記
録
に
は
出
て
こ
な
い
︒
ま
た
本
寿
院
は
こ
の
診
療
記
録
に
本
寿
院
と

記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
御
殿
の
御
局
様
は
天
璋
院
篤
姫
の
こ
と
と
わ
か
る
︒

宗
伯
は
︑
明
治
四
年
に
牛
込
区
横
寺
町
に
隠
棲
し
て
い

(３
)

る
︒
そ
の
後
︑
漢
方
医
の
代

表
と
し
て
温
知
社
を
結
成
し
︑
漢
方
医
の
復
権
運
動
を
続
け
る
と
と
も
に
︑
明
治
一
二

年
︵
一
八
七
九
︶
に
明
宮
嘉
仁
親
王
︵
の
ち
の
大
正
天
皇
︶
を
診
察
し
治
療
し
︑
尚
く
す
り
の

薬か
み

と
な
り
︑
宮
内
省
の
薬
司
の
長
官
と
な
っ
た
︒
明
治
二
七
年
︵
一
八
九
四
︶
に
牛
込
の

自
宅
で
亡
く
な
っ
た
︒
八
〇
歳
︒
著
書
に
﹃
勿
誤
薬
室
方
函
口
訣
﹄﹃
古
方
薬
譜
﹄﹃
皇

国
名
医
伝
﹄
な
ど
が
あ
る
︒

野
中
家
に
は
浅
田
宗
伯
自
筆
﹃
医
心
方
﹄
も
蔵
さ
れ
て
お
り
︑
何
か
の
お
り
に
浅
田

宗
伯
自
筆
本
を
入
手
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒

史
料
翻
刻
に
あ
た
り
便
宜
上
︑
通
し
番
号
を
つ
け
た
︒
ま
た
史
料
の
一
丁
ご
と
に
紙

背
に
﹁
御
肴
料
﹂
と
か
﹁
薬
礼
﹂
と
し
て
﹁
金
百
疋
﹂
な
ど
の
記
述
が
あ
る
︒

『御
殿
診
籍
﹄
に
み
る
医
療

Ａ
に
み
る
最
初
の
患
者
は
︑
お
ろ
せ
と
い
う
女
中
で
あ
る
︒

一

お
ろ
せ
殿

十
敗
加
尭

十
補
加
荊
芥

鬚
参

膏
後
衝

膏
後
衝

指
浸
薬

五
物
大
黄
湯

七
貼

一
日
ニ
一
貼
ヅ
ツ

十
敗
加
尭
︵
十
味
敗
毒
湯
加
連
翹
︶

十
味
敗
毒
湯
は
華
岡
青
洲
の
創
製
︒
浅
田
家
で
は
こ
れ
に
消
炎
︑
排
膿
作
用
を
有
す

る
連
翹
を
加
味
し
て
常
用
し
て
い
る
︒
皮
膚
の
化
膿
性
疾
患
あ
る
い
は
湿
疹
︑
蕁
麻
疹

が
一
種
の
毒
素
に
よ
っ
て
起
こ
る
も
の
と
仮
定
す
れ
ば
本
薬
方
は
解
毒
臓
器
の
機
能
を

盛
ん
に
し
て
そ
の
毒
素
を
解
除
す
る
効
が
あ
る
と
さ
れ
る
︒

十
補
加
荊
芥
︵
十
全
大
補
湯
加
荊
芥
︶
は
︑
様
々
な
病
気
の
後
︑
全
身
の
衰
弱
が
ひ

ど
く
︑
貧
血
し
︑
心
臓
も
疲
れ
︑
胃
腸
に
力
も
衰
え
︑
や
せ
て
︑
脈
も
軟
弱
で
温
か
い

手
を
も
っ
て
腹
を
按
ず
る
こ
と
を
好
み
︑
熱
性
の
な
い
も
の
に
用
い
る
︒

髭
参
︵
髭
人
参
︶
は
高
麗
人
参
の
髭
部
分
で
︑
滋
養
強
壮
効
果
で
あ
る
︒

膏
後
衝
︵
後
衝
︶
は
︑
青
蛇
と
白
雲
の
等
分
を
混
ぜ
た
軟
膏
を
い
う
︒
青
蛇
︵
烏
賊

甲
：
イ
カ
甲
︑
乳
香
︑
緑
青
：
硝
酸
銅
︑
枯
礬
：
焼
明
礬
︑
胆
礬
：
硫
酸
銅
︑
黄
蝋
：

蜜
ロ
ウ
︑
松
脂
︑
香
油
︶
で
︑
白
雲
︵
香
油
︑
白
蝋
︑
粉
錫
：
炭
酸
鉛
︑
椰
子
油
︑
軽

粉
：
塩
化
水
銀
︑
樟
脳
︶
は
︑
膿
を
取
り
︑
傷
を
治
す
効
能
が
あ
る
︒

五
物
大
黄
湯
は
︑
吉
益
東
洞
創
製
の
大
黄
︑
桂
皮
︑
地
黄
︑
川
芎
︑
甘
草
の
五
味
か

ら
な
る
外
用
薬
︒
大
黄
︑
桂
皮
︑
甘
草
に
は
抗
菌
作
用
が
あ
り
指
先
の
傷
が
感
染
症
に

か
か
り
腫
れ
て
化
膿
し
た
場
合
に
用
い
る
︒
以
上
の
処
方
か
ら
︑
お
ろ
せ
は
︑
な
ん
ら

か
の
病
気
の
後
で
︑
痩
せ
て
全
身
の
衰
弱
が
ひ
ど
く
︑
指
先
は
ひ
ど
く
腫
れ
て
化
膿
し

た
状
態
だ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
︒

次
に
松
御
殿
の
診
療
記
録
が
で
て
く
る
︒

一

松
御
殿
*

御
局
様

当
分
之
内
内
薬

導
滞
通
経
湯

御殿診藉 解題
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蘊
要
柴
葛
解
肌
湯

苓
夏

中
大

柴
葛
芍
少

本
草
彙
言

冶
肝
内
熱
方

加
黄
連

兼
加
味
寧
肝
湯

五
貼

橘
皮
代
青
皮
十

沈
麝
丸
二
分
入

兼
椒
梅
丸

五
貼

ソ
ム
リ
ノ
膏

葛
本
壱
匁

白
芷

壱
匁

対
証
柴
胡
枳
桔
湯

漢
枳
桔
中
大

通
丸

大
甘
丸

如
蘭
煎

五
貼

萋
中

当
分
の
内
服
薬
と
し
て
導
滞
通
経
湯
︵
木
香
︑
白
朮
︑
桑
白
︑
橘
皮
︑
茯
苓
を
与
え
て

い
る
︒
胃
腸
障
害
で
食
欲
が
無
く
ま
た
水
分
代
謝
異
常
で
顔
と
手
足
が
む
く
ん
だ
病
状

に
用
い
る

蘊
要
柴
葛
解
肌
湯

苓
夏

中
大

柴
葛
芍
少

蘊
要
は
傷
寒
蘊
要
︵
し
ょ
う
か
ん
う
ん
よ
う
︶
で
︑
明
代
︑
呉
授
編
纂
の
漢
方
書
に
︑

小
柴
胡
湯
︵
柴
胡
︑
半
夏
︑
黄
苓
︑
大
棗
︑
人
参
︑
甘
草
︑
生
姜
︶
に
葛
根
︑
芍
薬
を

加
味
し
た
処
方
と
あ
る
︒
小
柴
胡
湯
は
諸
種
の
急
性
熱
病
︑
慢
性
胃
腸
障
害
や
肝
機
能

障
害
な
ど
に
用
い
る
処
方
で
あ
る
が
︑
発

汗
解
熱
作
用
を
有
す
る
葛
根
と
鎮
痛
・
鎮

痙
薬
の
芍
薬
を
加
味
す
る
こ
と
か
ら
本
処

方
は
激
し
い
発
熱
を
伴
う
風
邪
の
症
状
に

適
用
し
た
こ
と
が
伺
え
る
︒

｢苓
夏

中
大

柴
葛
芍
少
﹂
と
あ
る
の

は
黄
苓
と
半
夏
の
刻
み
の
大
き
さ
は
中
の

大
︑
柴
胡
︑
葛
根
︑
芍
薬
の
量
は
少
な
く

と
い
う
意
︒

本
草
彙
言

冶
肝
内
熱
方

加
黄
連
︑

本
草
彙
言
は
中
国
の
本
草
書
︒
全
二
〇
巻
︒
倪
朱
謨
著
︒
タ
バ
コ
を
烟
草
と
初
め
て

記
録
し
た
書
籍
︒
一
六
二
〇
年
に
成
立
し
︑
一
六
二
四
年
に
元
璐
の
序
を
得
た
後
に
原

稿
が
倪
洙
龍
に
授
け
ら
れ
て
初
版
︒
一
六
四
五
年
に
は
有
文
堂
が
翻
刻
し

(４
)

た
︒

漢
方
医
学
で
言
う
肝
の
主
要
な
働
き
は
一
︑
蔵
血

二
︑
筋
の
運
動

三
︑
脾
胃
の

消
化
運
化

四
︑
精
神
の
活
動
を
主
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
肝
が
熱
を
持
っ
て
こ
の
よ
う

な
働
き
が
過
度
に
な
り
諸
種
の
症
状
が
生
じ
る
時
は
黄
連
を
加
え
る
と
よ
い
と
さ
れ

る
︒

加
味
寧
肝
湯

五
貼

橘
皮
代
青
皮

寧
肝
湯
に
橘
皮
と
茯
苓
を
加
味
し
た
も
の
︒
気
の
高
ぶ
り
が
著
し
く
︑
動
悸
高
ぶ

り
︑
め
ま
い
︑
耳
鳴
り
の
症
状
に
用
い
る
︒
橘
皮
は
熟
し
た
ダ
イ
ダ
イ
の
果
皮
︑
青
皮

は
熟
し
た
温
州
ミ
カ
ン
の
果
皮
︒

椒
梅
丸

山
椒
と
烏
梅
等
分
の
丸
剤
︒
回
虫
を
駆
除
す
る
と
と
も
に
下
痢
腹
痛
を
治
す
︒

柴
胡
枳
桔
湯

漢
枳
桔
中
大

小
柴
胡
湯
か
ら
人
参
︑
大
棗
を
去
り
︑
括
捛
仁
︑
枳
実
︑
桔
梗
を
加
味
し
た
方
剤
︒

漢
桔
は
中
国
産
の
桔
実
︵
ダ
イ
ダ
イ
の
未
熟
果
︶︑
桔
は
桔
梗
根
で
刻
み
の
大
き
さ
が
中

の
大
︒
脇
腹
が
強
張
っ
て
痛
み
が
あ
り
︑
悪
寒
が
し
て
発
熱
し
咳
が
激
し
い
症
状
に
用

い
る
︒大

甘
丸

大
黄
甘
草
丸
︒
便
秘
薬

如
蘭
煎
：
眼
薬

天
璋
院
は
食
欲
も
無
く
︑
顔
と
手
足
が
む
く
み
︑
気
の
高
ぶ
り
に
よ
る
動
悸
︑
め
ま
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い
︑
耳
鳴
り
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
時
期
︑
発
熱
と
激
し
い
咳
を
伴
う
風
邪
を
ひ

い
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
︒

次
の
記
録
は
七
宝
の
間
の
す
え
の
人
で
名
前
が
な
い
︒

一

七
宝
之
間
*

御
す
え
ノ
人

十
敗
加
軍

十
貼

前
衝

中
貝
*

指
ノ
膏
と
認

中
黄

中
貝

一

一

袖
垣
殿
部
屋
ノ
人

前
衝

中
貝

十
敗
加
軍
︵
十
味
敗
毒
湯
加
大
黄
？
︶

前
衝

前
衝
は
膏
薬
で
︑
華
岡
流
膏
薬
に
左
突
︵
瀝
青
：
松
脂
︑
黄
蝋
：
ミ
ツ
ロ
ウ
︑
家
猪

油
︑
香
油
︶
六
合
と
白
雲
︵
香
油
︑
白
蝋
︑
粉
錫
：
炭
酸
鉛
︑
椰
子
油
︑
軽
粉
：
塩
化

水
銀
︑
樟
脳
︶
四
合
の
合
剤
が
あ
り
︑
初
期
の
外
傷
を
治
す
膏
薬
︒

中
黄

中
黄
は
香
油
︑
黄
蝋
︑
鬱
金
︑
黄
柏
か
ら
な
る
膏
薬
で
︑
諸
熱
毒
︑
腫
痛
を
治
す
︒

総
合
す
る
と
︑﹁
お
す
え
の
人
﹂
は
︑
指
先
に
傷
が
出
来
て
痛
み
が
ひ
ど
い
状
態
な
の

で
︑
指
先
に
や
け
ど
を
負
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

一

お
せ
や
殿

麦
門
冬
湯
加
五
味

干
炮
姜

大
官
参

千
金
大
建
中
湯
加
五
味
子

小
官
参

夏
中
大

柴
芍

六
君
子

小
官
参

二
分

加
麦
門

千
金
断
利
湯

小
官
参

柴
胡
疎
肝
加

紅
花

対
黄
連
湯

加
茯
苓

夏
大

兼
桂
苓
丸

十
包

大
柴
胡
湯

内
五
貼

将
小

跡
去
将

付
薬
金
黄
加
天
南
星

七
包

左
突

一
貝

医
王
加
芍
茯

鬚
人

遊
奕

一
貝

竹
筎
温
胆
湯

直
彡

前
衝
膏

麦
門
冬
湯
加
五
味

干
炮
姜

大
官
参

麦
門
冬
︵
半
夏
︑
粳
米
︑
大
棗
︑
人
参
︑
甘
草
︶
は
︑﹃
金
匱
要
略
﹄
を
出
典
と
し
て
︑

咽
喉
の
炎
症
︑
気
管
支
喘
息
︑
気
管
支
炎
に
用
い
ら
れ
る
︒
鎮
咳
︑
強
壮
作
用
の
あ
る

五
味
子
を
加
味
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
特
に
咳
が
激
し
い
症
状
に
効
果
が
あ
る
︒
干
炮
姜

は
乾
燥
し
た
生
姜
︵
乾
姜
︶
を
日
で
炙
っ
て
か
ら
使
用
︒
嘔
吐
︑
咳
︑
腹
痛
に
効
果
が

あ
る
と
さ
れ
る
︒
大
官
参
は
官
製
の
高
麗
人
参
の
大
な
る
も
の
か
︒

千
金
大
建
中
湯
加
五
味
子

小
官
参

夏
中
大

｢千
金
﹂
は
﹁
千
金
方
﹂
の
こ
と
で
中
国
唐
代
の
代
表
的
医
書
︒
孫
思

邈
︵
五
八
一

～
六
八
二
︶
に
よ
っ
て

六
五
〇
年
頃
に
著
さ
れ
た
︒
全
三
〇
巻
︒

｢大
建
中
湯
﹂
は
構
成
生
薬
︵
黄
耆
︑
人
参
︑
当
帰
︑
桂
枝
︑
大
棗
︑
半
夏
︑
生
姜
︑

芍
薬
︑
附
子
︑
甘
草
︶
で
︑
お
腹
が
張
っ
て
食
事
が
進
ま
ず
︑
体
力
が
無
い
時
に
用
い

ら
れ
る
︒
五
味
子
は
咳
を
止
め
る
と
共
に
滋
養
強
壮
作
用
が
あ
る
︒
小
官
参
は
官
製
人

参
の
小
の
意
か
︒
夏
中
大
は
半
夏
の
刻
み
の
サ
イ
ズ
が
中
の
大
の
意
︒

大
建
中
湯
は
出
典
が
﹃
金
匱
要
略
﹄
の
も
の
も
あ
る
が
︑
構
成
生
薬
︵
蜀
椒
︑
乾
姜
︑

人
参
︑
膠
飴
︶
で
異
な
る
︒

柴
芍

六
君
子

小
官
参

二
分

加
麦
門
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柴
芍
六
君
子
湯
は
六
君
子
湯
︵
人
参
︑
白
朮
︑
茯
苓
︑
陳
皮
︑
大
棗
︑
生
姜
︑
甘
草
︶

に
柴
胡
と
芍
薬
を
加
味
し
た
方
剤
︒
胃
腸
の
機
能
障
害
︑
食
欲
無
く
︑
胃
部
不
快
感
︑

膨
満
感
が
あ
る
時
に
用
い
る
︒
人
参
は
小
の
も
の
を
用
い
︑
咳
と
痰
が
出
て
い
る
た
め

麦
門
冬
を
加
味
︒

千
金
断
利
湯

小
官
参

『千
金
方
﹄
の
断
利
湯
︵
半
夏
︑
乾
姜
︑
人
参
︑
黄
連
︑
附
子
︑
茯
苓
︑
甘
草
︑
大
棗
︑

竜
骨
︶
で
︑
半
夏
瀉
心
湯
の
変
方
︒
胃
炎
︑
胃
酸
過
多
︑
嘔
吐
下
痢
す
る
も
の
に
用
い

る
︒

柴
胡
疎
肝
加

紅
花

対
黄
連
湯

加
茯
苓

夏
大

柴
胡
疎
肝
湯
は
四
逆
散
︵
柴
胡
︑
芍
薬
︑
枳
実
︑
甘
草
︶
に
香
附
子
︑
川
芎
︑
陳
皮

を
加
え
た
方
剤
︒
冷
え
性
︑
腹
痛
︑
頭
痛
︑
肩
こ
り
な
ど
に
用
い
る
︒
紅
花
を
加
え
た

の
は
こ
の
女
性
の
瘀
血
改
善
を
目
的
と
し
て
い
る
︒

｢黄
連
湯
﹂︵
黄
連
︑
乾
姜
︑
桂
皮
︑
人
参
︑
半
夏
︑
大
棗
︶
は
﹃
傷
寒
論
﹄
に
あ
り
︑

胃
炎
︑
腸
炎
︑
胃
酸
過
多
︑
胃
潰
瘍
な
ど
に
用
い
る
︒
茯
苓
を
加
味
し
た
の
は
排
尿
異

常
に
よ
る
浮
腫
︑
め
ま
い
︑
心
悸
亢
進
︑
胃
内
停
水
を
改
善
す
る
た
め
︒
夏
大
は
半
夏

の
刻
み
の
サ
イ
ズ
は
大
の
意
︒

桂
苓
丸

十
包

大
柴
胡
湯

内
五
貼

将
小

跡
去
将

｢桂
苓
丸
﹂
は
桂
枝
茯
苓
丸
︵
桂
枝
︑
茯
苓
︑
牡
丹
皮
︑
桃
仁
︑
芍
薬
︶︒
駆
瘀
血
剤
︒

瘀
血
と
は
血
液
の
流
れ
の
滞
り
に
よ
り
月
経
不
順
︑
月
経
困
難
︑
不
妊
症
︑
神
経
症
︑

ノ
イ
ロ
ー
ゼ
︑
冷
え
性
︑
肩
こ
り
な
ど
の
症
状
︒

大
柴
胡
湯
︵
柴
胡
︑
黄
芩
︑
芍
薬
︑
半
夏
︑
生
姜
︑
枳
実
︑
大
棗
︑
大
黄
︶
胸
脇
苦

満
︵
胸
か
ら
脇
に
か
け
て
も
の
が
充
満
し
て
い
る
感
じ
︶︑
心
下
急
︵
み
ぞ
お
ち
あ
た
り

が
物
が
詰
ま
っ
た
感
じ
︶
と
便
秘
の
証
に
用
い
る
︒
将
と
い
う
の
は
大
黄
の
こ
と
で
︑

将
小
は
大
黄
の
刻
み
の
サ
イ
ズ
が
小
の
意
︑
去
将
は
便
秘
が
無
い
場
合
は
大
黄
を
除
去

す
る
の
意
︒

医
王
加
芍
茯

鬚
人

医
王
湯
は
補
中
益
気
湯
︵
黄
耆
︑
甘
草
︑
人
参
︑
升
麻
︑
柴
胡
︑
橘
皮
︑
当
帰
︑
白

朮
︶
の
こ
と
で
︑
食
欲
が
無
く
︑
疲
労
困
憊
し
た
症
状
に
用
い
る
︒

竹
筎
温
胆
湯

直
彡

竹
筎
温
胆
湯
︵
壽
世
保
元
︶︵
柴
胡
︑
橘
皮
︑
半
夏
︑
竹
筎
︑
茯
苓
︑
香
附
子
︑
枳
実
︑

黄
連
︑
人
参
︑
桔
梗
︑
麦
門
冬
︑
甘
草
︑
生
姜
︶
で
︑
体
が
熱
っ
ぽ
く
て
咳
や
痰
が
出

て
夜
眠
れ
な
い
症
状
に
用
い
る
︒
直
彡
は
人
参
の
主
根
︒

付
薬
金
黄
加
天
南
星

七
包

左
突

一
貝

遊
奕

一
貝

左
突
︵
瀝
青
：
松
脂
︑
黄
蝋
︑
豚
脂
︑
香
油
︶︑
遊
奕
︵
香
油
︑
鉛
丹
：
酸
化
鉛
︶

い
ず
れ
も
傷
薬
軟
膏
︒
一
貝
は
目
安
と
な
る
貝
殻
一
杯
の
意
︒

お
せ
や
は
虚
弱
体
質
で
女
性
特
有
の
冷
え
性
︑
肩
こ
り
︑
不
眠
に
悩
ま
さ
れ
︑
ま
た

胃
腸
が
悪
い
た
め
食
欲
不
振
で
食
事
が
進
ま
ず
体
力
が
著
し
く
低
下
し
て
い
る
︒
さ
ら

に
こ
の
時
は
咳
と
痰
が
激
し
い
風
邪
を
ひ
い
て
い
る
と
同
時
に
皮
膚
病
に
感
染
し
て
い

る
と
推
察
さ
れ
る
︒

一

松
御
殿

御
局

本
方
導
滞
通
経
湯

澤
大

本
方
六
君
子
加
霍
香

直
参

兼

加
味
寧
肝
湯

青
皮

小
半
夏
加
茯
橘

兼
黒
錫
丹

胸
隔
手
当

椒
梅
丸

通
気
手
当

大
苷
︵
甘
︶
丸

口
中
付
薬

氷
硼
散

理
中
加
二
味
湯

芍
大

洋
参
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明
治
三
年
正
月
の
診
察
で
導
滞
通
経
湯
を
投
与
し
て
い
る
が
水
分
代
謝
異
常
が
続
い

て
相
変
わ
ら
ず
顔
と
手
足
が
む
く
ん
だ
状
態
の
た
め
利
尿
作
用
の
強
い
澤
瀉
を
加
味
し

て
い
る
︒

ま
た
前
回
同
様
︑
加
味
寧
肝
湯
を
投
与
し
て
い
る
こ
と
は
相
変
わ
ら
ず
気
の
高
ぶ
り

が
著
し
く
︑
動
悸
高
ぶ
り
︑
め
ま
い
︑
耳
鳴
り
の
症
状
が
続
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
︒

六
君
子
湯
は
人
参
︑
白
朮
︑
茯
苓
︑
半
夏
︑
陳
皮
︑
大
棗
︑
生
姜
︑
甘
草
の
八
味
か

ら
な
る
処
方
で
胃
腸
が
弱
く
て
食
欲
が
無
く
︑
食
べ
る
と
胃
が
も
た
れ
る
︑
胃
が
重
い

と
い
っ
た
症
状
に
適
用
さ
れ
る
︒
こ
の
時
は
霍
香
を
加
味
し
て
い
る
こ
と
か
ら
胃
の
つ

か
え
や
重
苦
し
さ
が
ひ
ど
い
状
態
で
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
︒
直
参
は
人
参
の
主
根

の
意
︒

さ
ら
に
小
半
夏
湯
に
茯
苓
と
橘
皮
を
加
味
し
た
処
方
を
投
与
し
て
い
る
こ
と
は
激
し

い
嘔
吐
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒

黒
錫
丹
は
中
国
宋
代
に
書
か
れ
た
和
剤
局
方
が
原
典
で
︑
黒
錫
：
鉛
︑
硫
黄
︑
金
鈴

子
：
川
楝
子
︑
沈
香
︑
木
香
︑
附
子
︑
胡
蘆
巴
：
コ
ロ
ハ
︑
陽
起
石
：
角
千
石
︑
破
胡

紙
：
オ
ラ
ン
ダ
ヒ
ユ
種
子
︑
茴
香
︑
肉
豆
蔲
︑
桂
枝
の
十
二
味
の
粉
末
を
蜂
蜜
で
練
っ

た
練
薬
で
喘
息
発
作
に
使
用
す
る
︒
椒
梅
丸
と
大
甘
丸
は
前
回
と
同
じ
で
︑
氷
硼
散
は

華
岡
青
洲
の
処
方
で
氷
片
：
龍
脳
︑
朱
砂
：
辰
砂
︑
玄
明
粉
：
芒
硝
︑
硼
砂
の
四
味
か

ら
な
り
︑
口
内
炎
や
歯
肉
炎
の
薬
︒

理
中
加
二
味
湯
は
理
中
湯
︵
乾
姜
︑
甘
草
︑
人
参
︑
白
朮
︶
に
芍
薬
と
当
帰
を
加
味

し
た
処
方
で
胃
痛
や
吐
下
を
治
す
方
剤
︒
芍
大
は
芍
薬
の
刻
み
は
大
な
る
を
用
い
︑
洋

参
は
ア
メ
リ
カ
人
参
の
こ
と
︒
こ
の
時
代
に
ア
メ
リ
カ
人
参
が
日
本
に
入
っ
て
い
た
こ

と
は
極
め
て
興
味
深
い
事
で
あ
る
︒
な
お
︑
ア
メ
リ
カ
人
参
の
成
分
並
び
に
新
陳
代
謝

を
高
め
る
効
果
は
高
麗
人
参
と
ほ
ぼ
同
様
と
さ
れ
て
い
る
︒

以
上
の
こ
と
か
ら
︑
依
然
と
し
て
体
が
む
く
ん
だ
状
態
で
気
の
高
ぶ
り
と
共
に
食
欲

不
振
で
胃
痛
と
嘔
吐
︑
さ
ら
に
は
口
内
炎
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
︒
今
回

は
風
邪
に
対
す
る
処
方
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
風
邪
は
完
治
し
た
こ
と
が
推
察
さ
れ

る
︒明

治
四
年
一
一
月
二
五
日
︑
松
御
殿
︑
本
寿
院
︑
実
成
院
と
静
寛
院
宮
︵
和
宮
︶
の

名
前
が
登
場
す
る
︒
本
寿
院
は
第
一
三
代
将
軍
徳
川
家
定
の
生
母
で
天
璋
院
篤
姫
と
は

姑
と
嫁
の
関
係
︑
ま
た
実
成
院
は
第
一
四
代
将
軍
徳
川
家
茂
の
生
母
で
静
寛
院
宮
と
は

同
じ
く
姑
と
嫁
の
関
係
に
あ
た
り
︑
こ
れ
ら
四
者
が
一
堂
に
会
し
て
診
察
を
受
け
た
こ

と
は
極
め
て
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
︒
ま
た
静
寛
院
宮
は
明
治
二
年
一
月
か
ら
七
年
七
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月
ま
で
京
都
在
住
と
さ
れ
て
い
た
が
︑
こ
の
日
は
東
京
に
出
向
い
て
浅
田
宗
伯
の
診
療

を
受
け
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒

各
人
︑
不
老
長
寿
︑
強
心
︑
解
毒
剤
と
さ
れ
る
高
貴
薬
の
奇
応
丸
︵
人
参
︑
沈
香
︑

麝
香
︑
熊
胆
︑
金
箔
︶
を
常
備
薬
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
る
︒

明
治
四
年
一
〇
月
一
日
の
診
療
で
は
小
青
龍
湯
加
杏
仁
を
処
方
し
た
こ
と
が
記
録
さ

れ
て
い
る
︒
本
方
剤
は
半
夏
︑
乾
姜
︑
甘
草
︑
桂
皮
︑
五
味
子
︑
細
辛
︑
芍
薬
︑
麻
黄

の
八
味
の
小
青
龍
湯
に
鎮
咳
作
用
を
有
す
る
杏
仁
を
加
味
し
た
も
の
で
発
熱
し
て
激
し

い
咳
を
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
︒

ま
た
︑
こ
の
日
瘀
血
改
善
の
目
的
で
婦
人
病
薬
の
清
心
湯
︵
女
神
湯
＋
萍
蓬
根
：
川

骨
︑
芍
薬
︑
地
黄

沈
香
︑
細
辛
︱
白
朮
︑
莎
草
︶
を
処
方
し
て
い
る
︒

同
年
同
月
二
六
日
に
は
葛
根
湯
に
黄
芩
を
加
味
し
た
解
肌
湯
と
激
し
い
咳
に
用
い
る

生
津
丹
︵
莎
草
：
香
附
子
︑
茯
苓
︑
乾
姜
︶
を
処
方
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
一
〇
月
一

日
来
発
熱
と
激
し
い
咳
を
伴
う
風
邪
が
続
い
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
︒

明
治
五
年
に
は
天
璋
院
と
し
て
黄
連
湯
加
茯
苓
を
処
方
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
︒
こ
の
処
方
は
黄
連
︑
甘
草
︑
乾
姜
︑
桂
皮
︑
人
参
︑
半
夏
︑
大
棗
の
七
味
の
黄
連

湯
に
利
尿
作
用
を
有
す
る
茯
苓
を
加
え
た
も
の
で
胃
炎
あ
る
い
は
腸
炎
に
よ
る
腹
痛
を

起
こ
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
︒

以
上
︑
御
殿
診
籍
に
お
け
る
診
療
記
録
を
天
璋
院
を
中
心
に
解
説
し
た
が
︑
本
書
に

は
浅
田
宗
伯
自
身
が
創
製
し
た
処
方
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
れ
に
つ
い
て
述
べ

る
︒澄

涼
丸
は
硫
黄
︑
胡
椒
︑
寒
晒
粉
を
配
合
し
た
丸
剤
で
腹
痛
︑
嘔
吐
︑
下
痢
に
使
用

さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
製
品
を
紹
介
し
た
チ
ラ
シ
が

早
稲
田
大
学
に
残
さ
れ
て
い
る
︒

女
神
散
は
当
帰
︑
川
芎
︑
桂
皮
︑
白
朮
︑
木
香
︑

黄
連
︑
人
参
︑
甘
草
︑
莎
草
︵
香
附
子
︶︑
大
黄
︑

檳
榔
︑
丁
香

の
十
二
味
か
ら
な
り
︑
産
前
産
後
の

神
経
症
︑
月
経
不
順
︑
血
の
道
症
な
ど
の
婦
人
病

薬
と
し
て
現
在
で
も
汎
用
さ
れ
る
重
要
な
漢
方
処
方
で
あ
る
︒

御
殿
診
籍
に
記
載
さ
れ
た
繁
用
方
剤
と
各
処
方
の
出
典
︑
効
能
お
よ
び
使
用
し
た
患

者
を
ま
と
め
た
も
の
を
表
１
に
示
す
︒

こ
れ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
︑

一
︑
浅
田
宗
伯
が
診
断
し
て
治
療
に
使
用
し
た
方
剤
は
い
わ
ゆ
る
古
方
と
さ
れ
る
後
漢
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出
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の
時
代
に
書
か
れ
た
傷
寒
論
と
金
匱
要
略
を
原
典
と
す
る
も
の
が
約
半
数
を
占
め

て
い
る
︒

二
︑
ま
た
︑
中
国
宋
代
に
編
纂
さ
れ
た
和
剤
局
方
や
明
代
の
万
病
回
春
な
ど
の
薬
方
書

や
我
国
の
華
岡
青
洲
や
原
南
陽
創
製
の
方
剤
な
ど
幅
広
く
取
り
入
れ
て
い
る
︒

三
︑
こ
れ
ら
の
方
剤
を
基
本
と
し
て
新
た
な
生
薬
を
加
え
る
加
法
と
減
じ
る
減
法
が
非

常
に
多
く
み
ら
れ
る
︒
こ
の
た
め
に
は
多
く
の
漢
方
処
方
の
適
用
法
と
共
に
個
々

の
生
薬
の
薬
能
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
浅
田
宗
伯
は
生
薬
に
関

し
て
も
極
め
て
広
範
な
知
識
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
︒

︻
注
︼

︵
１
︶
尚
古
集
成
館
﹃
天
璋
院
篤
姫
﹄
展
示
図
録
︵
二
〇
〇
八
年
︶
巻
末
年
表
︒
出
典
は
﹁
天
璋
院
様

御
履
歴
﹂︵
徳
川
記
念
財
団
蔵
︶
に
よ
る
︒
ま
た
︑
鈴
木
由
紀
子
﹃
天
璋
院
篤
姫
と
和
宮
﹄︵
幻

冬
舎
︑
二
〇
〇
七
年
︶
一
八
五
頁
︒

︵
２
︶﹃
浅
田
宗
伯
處
方
全
集
﹄
上
三
〇
四
頁
︒
以
下
﹃
処
方
全
集
﹄
と
す
る
︒

︵
３
︶﹃
浅
田
宗
伯
書
簡
集
﹄︵
汲
古
書
院
︑
一
九
八
六
年
︶
年
譜
︒

︵
４
︶
真
柳
誠
﹁﹃
本
草
彙
言
﹄
と
烟
草
﹂﹃
た
ば
こ
史
研
究
﹄
三
六
号
一
四
八
〇
-一
四
八
八
頁
︑
一
九

九
一
年
五
月
︒
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女神散

化膿性皮膚疾患

から衣、おちえ、おなか、おかり

華岡青洲十敗十味敗毒湯

患 者

頭痛発熱、悪寒、筋肉痛、神経痛傷寒論葛根湯

効 能

葛根湯

出 典御殿診籍処 方

和剤局方

金匱要略麦門冬麦門冬湯

おろせ

逍遥散加味逍遥散

おりき、瀧野、冨野、藤野、おさつ

虚弱体質者、病後の疲労倦怠

血の道症、月経不順、神経症

和剤局方十補十全大補湯

おろせ、おしの、おりき、お袖

浅田宗伯女神散

大柴胡湯大柴胡湯

おせや、おかり、桂寿尼、藤田

御局付き人、おねた、おつね急性熱病、肝機能障害傷寒論

胃炎、胃痛

小柴胡

傷寒論黄連湯黄連湯

おせや

小柴胡湯

桐壺、正實院各種婦人病（冷え性、月経困難）

激しい咳、気管支炎

歌川

傷寒論半瀉半夏瀉心湯

便秘

御局付き人、奥絹江

金匱要略大黄甘草丸大黄甘草丸

おせや、花岡、おかり、冨野

更年期障害、月経不順、血の道万病回春温清飲

高血圧、黄疸、不眠症

温清飲

傷寒論

おさつ、藤野、川岡神経症、不眠症、小児夜泣き直指方抑肝散抑肝散

おりら、おさつ、藤多、奥絹江

貧血、神経症、不眠症

神経性胃炎、口内炎、神経症

済生方帰脾湯帰脾湯

気管支炎、気管支喘息、鼻炎傷寒論小青龍小青龍湯

歌川腹痛、しぶり腹傷寒論桂枝加芍桂枝加芍薬湯

軒端精神不安、便秘、高血圧、血の道金匱要略三黄瀉心湯三黄瀉心湯

歌川、おさつ、藤野、松御殿

御殿診籍繁用処方（１）

清心湯

肥満体質者の便秘、高血圧

藤瀬

宣明論防風通聖散防風通聖散

患 者

感冒（咳、微熱）張氏医通橘皮半夏湯

効 能

橘皮半夏湯

出 典御殿診籍処 方

金匱要略

和剤局方安仲散安中散

御局、おさつ

桂苓丸桂枝茯苓丸

松御殿

胃炎、胃下垂、胃痛、嘔吐

婦人病（瘀血）

万病回春六君子六君子湯

冨野、花川

浅田宗伯清心湯

乙字湯乙字湯

おくわ

おさつ感冒、肩こり傷寒論

感冒、関節痛、筋肉痛、喘息

桂枝加芍薬

傷寒論麻黄麻黄湯

妙知院、善知院、藤多

桂枝加芍薬湯

おせや（実証）月経不順、困難、血の道

胃痛、胸やけ、胃炎

瀧野、江沢、藤野

傷寒論麻杏甘石麻杏甘石湯

胆嚢炎、胃炎、胃潰瘍、神経症

おさつ、歌川

傷寒論四逆散四逆散

付き人

月経痛、子宮痛、痔の痛み金匱要略当帰建中

便秘傾向の痔疾

当帰建中湯

原南陽

専絡、須磨浦浮腫（小尿）、下痢、胃内停水傷寒論

松御殿

五苓散五苓散

小柴

つわり、嘔吐

気管支喘息

金匱要略小半夏小半夏湯

感冒（発汗、発熱）、胃炎、神経症傷寒論柴桂湯柴胡桂枝湯

おかよ、おさつ、関屋、おつね下痢、食あたり、暑気あたり、腹痛万病回春胃苓湯胃苓湯

瑞華院胃腸炎、腹痛、腰痛、神経痛、和剤局方五積散五積散

お菊、おつね、本寿院、花代

御殿診籍繁用処方（２）
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犀角地黄湯

手足浮腫導滞通経湯導滞通経湯

気が高まり動悸、めまい、耳鳴り和剤局方沈香降気

効 能

沈香降気湯

出 典御殿診籍処 方

藍要柴胡枳桔湯柴胡枳桔湯

柴陥柴陥湯

瘀血（吐血、鼻血、大便黒）

加味寧肝湯加味寧肝湯

千金方犀角地黄湯

竹茹温胆湯竹茹温胆湯

感冒（咳がひどい）張氏医通

左脇腹痛、頭痛、筋肉痛

橘皮半夏湯

統旨（四逆散＋香附子、川芎）柴胡疎肝柴胡疎肝湯

橘皮半夏湯

咳、痰、胸から腹までの痛み

咳が出て胸から脇腹にかけての痛み

丹渓左金丸左金丸

発熱、悪寒、上衝、頭痛、腹痛、嘔吐柴苓湯、小柴胡湯、三白湯合方発陳湯発陳湯

風邪（頭痛）外台秘要方（葛根湯＋黄?）解肌湯

咳がひどくて眠れない

解肌湯

壽世保元

吐血、黄疸

頭痛、発熱、鼻乾、口渇、不眠、四肢疼痛

中蔵経（金匱の瀉心湯の丸剤）

藍要（小柴胡湯＋葛根、芍薬）柴葛解肌柴葛解肌湯

三黄丸三黄丸

眼中血熱、逆気上衝

左脇腹痛

東郭明郎飲明郎飲

竜胆飲竜胆飲

下痢、嘔吐、吐血千金方堅中湯堅中湯

慢性喘息、心腹痛外台秘要方柴胡鼈甲湯柴胡鼈甲湯

御殿診籍処方（１）

犀角消毒丸

桂枝湯＋桔梗？桂枝桔梗湯桂枝桔梗湯

胸痛、背中痛、脚気傷寒論大陥胸丸

効 能

大陥胸丸

出 典御殿診籍処 方

楊氏（吉益東洞）芎黄散芎黄散

夏枯草一味散夏枯草一味散

顔面のにきび？万病回春清上防風湯清上防風湯

犀角消毒丸

延年半夏湯延年半夏湯

腹痛、霍乱

楊柏散

深斎澄涼丸澄涼丸

楊柏散

（川芎＋大黄）頭昏、眼赤、便秘

方訣地黄丸地黄丸

（麻黄湯＋蒼朮）風邪で身疼痛金匱要略麻黄加朮湯麻黄加朮湯

医貫逍遥散医貫逍遥散

方黄丸方黄丸

虚弱体質

消化不良、食欲不振、水瀉性下痢、胃内停水平胃散＋五苓散胃茯湯胃茯湯

涼隔散涼隔散

咳、痰松原方函青竜丹青竜丹

御殿診籍処方（２）
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承気丸

楽苓建中湯楽苓建中湯

血気衝逆三黄瀉心湯＋川芎龍騰飲

効 能

龍騰飲

出 典御殿診籍処 方

華岡青洲没食子散没食子散

降気湯降気湯

（大黄＋芒硝） 便秘

六味生津丹六味生津丹

吉益東洞承気丸

生清丹生清丹

気逆アイ

解脱湯

金匱要略橘皮竹茹湯橘皮竹茹湯

解脱湯

口の傷

半疎丸半疎丸

（小柴胡湯、香蘇散の合方）耳聾本朝経験紫蘇飲紫蘇飲

澄竜丸

咳、痰、咽喉の渇き

澄竜丸

説約

神経痛、リューマチ

風邪（頭痛、発熱）、腹痛、霍乱

正伝

和剤局方藿香一気散藿香正気散

虎脛骨丸虎脛骨丸

四肢壮熱、煩渇、嘔吐十便人参飲子人参飲子

無名の悪瘡新明集苦荊丸苦荊丸

和口散和口散

生姜瀉心生姜瀉心湯

御殿診籍処方（３）

洗薬吉益東洞五物大黄湯五物大黄湯

効 能出 典御殿診籍処 方

華岡青洲氷硼散氷硼散＊

眼薬如蘭煎

指腫れて腐爛、熱痛

白龍白竜膏

口内の傷、歯痛歯口薬兼康方乳香散乳香散＊

口中の諸病を治す（咽喉腫、歯痛）歯口薬

熱毒（傷、痔）の痛み塗り薬中黄中黄膏

打撲塗り薬

塗り薬紫雲紫雲膏

莞菁膏

肌を潤し、肉を平にす

御殿診籍：膏薬、塗り薬

五物大黄湯：大黄、桂枝、地黄、川芎、甘草

氷硼散：氷片（龍脳）、朱砂（＝辰砂）、玄明粉（芒硝）、硼砂

乳香散：紫壇、乳香、枯礬（焼明礬）、丁香、地黄、細辛、荷葉

中黄膏：香油、黄蝋、鬱金、黄檗



翻
刻

︹
凡
例
︺

○
本
文
を
原
本
の
表
記
に
近
い
形
で
翻
刻
し
た
が
︑
漢
字
は
原
則
︑
常
用
漢
字
に
改
め

た
︒

○
便
宜
上
︑
人
名
の
下
に
通
し
番
号
を
つ
け
た
︒

○
判
読
不
可
の
箇
所
に
は
□
で
示
し
た
︒

○
原
則
︑
史
料
の
記
載
順
に
表
記
し
た
が
︑
一
部
改
行
追
い
込
み
を
し
た
︒

○
原
本
の
丁
数
は
︑
そ
の
丁
の
冒
頭
に
︵
一
オ
︶︑︵
一
ウ
︶
と
し
て
示
し
た
︒

○
各
丁
の
最
初
の
行
に
あ
た
る
紙
背
に
﹁
御
肴
料

金
百
疋
﹂
な
ど
︑
薬
礼
が
書
い
て

あ
る
が
︑︵
裏
書
︶﹁

﹂
で
示
し
た
︒

︵
旧
装
帙
表
紙
題
簽
︶

御
殿
診
藉

勿
室
薬
室
浅
田
宗
伯
自
筆
控

︵
Ａ
︶

︵
新
装
表
紙
題
簽
︶

御
殿(１

)診
藉

浅
田
宗
伯

(２
)

︵
表
紙
一
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
御
肴
料

百
疋
﹂

庚
午
辛
未
壬
申
癸

(３
)

酉

御
殿
診
藉

︵
表
紙
一
ウ
︶

︵
表
紙
裏
白
紙
︶

︵
本
文
一
オ
︶

(裏
書
)﹁
御
肴
料
金
三
百
疋
﹂

庚
午
正
月

勿
誤
薬
室
知

(４
)

事

一

お
ろ
せ
殿

１

十
敗
加
尭

十
補
加
荊
芥

鬚
参

膏
後
衝

膏
後
衝

指
浸
薬

五
物
大
黄

(５
)

湯

七
貼

一
日
ニ
一
貼
ヅ
ツ

︵
一
ウ
︶

後
出

一

松
御

(６
)

殿

御
局
様

２

当
分
之
内
内
薬

導
滞
通
経

(７
)

湯

蘊
要
柴
葛
解
肌

(８
)

湯

苓
夏

中
大

柴
葛
芍
少

本
草
彙

(９
)

言

冶
肝
内
熱
方
加
黄
連

兼
加
味
寧
肝
湯

五
貼

橘
皮
代
青
皮
十

沈
麝
丸
二
分
入

兼
椒
梅

(

)
丸

五
貼

10

ソ
ム
リ
ノ
膏

葛
本
壱
匁

白
芷

壱
匁

対
証
柴
胡
枳
桔
湯

漢
枳
桔
中
大

通
丸

大
甘

(

)
丸

如
蘭
煎

五
貼

萋
中

11
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一

七
宝
之

(

)
間

御
す
え
ノ
人

３

12

十
敗
加
軍

十
貼

前
衝

中
(

)
貝

指
ノ
膏
と
認

13

中
(

)
黄

中
貝

一

14

︵
一
ウ
︶

︵
二
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
御
薬
礼

一
円
﹂

一

袖
(

)
垣
殿
部
屋
ノ
人

４

15

前
衝

中
貝

後
ニ
出
ル

一

お
せ
や
殿

５

麦
門
冬

(

)
湯
加
五
味

干
炮
姜

大
官
参

16

千
金
大

建
中
湯
加
五
味
子

小
官
参

夏
中
大

紫
芍

六
君
子

小
官
参

二
分

加
麦
門

千
金
断
利
湯

小
官
参

柴
胡
疎
肝
加

紅
花

対
黄
連
湯

加
茯
苓

夏
大

兼
桂
苓
丸

十
包

大
柴
胡
湯

内
五
貼

将
小

跡
去
将

付
薬
金
黄
加
天
南
星

七
包

左
突

一
貝

医
王
加
芍
茯

鬚
人

遊
奕

一
貝

竹
筎
温
胆
湯

直
彡

前
衝
膏

︵
二
ウ
︶

一

島
(

)
澤
殿

６

17

芎
黄
散
︑
目
洗
薬

如
蘭
煎

三

芎
黄
丸

黄
連
湯
加
茯

一

お
し
の
殿
部
屋
ノ
人

７

十
敗
加
軍

十
五
貼

指
ノ
膏

前
衝

︵
三
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
御
薬
礼

平
塚
宿
代
田
治
右
衛
門
﹂

一

お
も
よ
殿

８

発
陳

(

)
湯

十
九
味
檳
榔
去
将
呉
茯

18

兼
用
沈
香
降

(

)
気
加
呉
茱
萸
茯
大

三
貼

19

一

お
の
せ
殿

９

女
神

(

)
散
加
紅
花

五
貼

葛
根

芎
大

黄
小

十
貼

20

手
油
薬

中
黄

中
貝

建
理
参
代
苓

同
︵
十
貼
︶

大
柴
胡

去
将
加
甘
草

五
貼

黄
連
湯
加
茯

︵
三
ウ
︶

一

花
岡
殿

10

澄
凉

(

)
丸

十
貼

半
夏
瀉

(

)
心
加
呉
茱
牡
蠣

十
種

21

22

大
柴

(

)
胡
将
小

甘
小

十
貼

龍
騰

(

)
飲
加
紅
花

将

中
大

23

24

暑
気
払

枇
杷
葉
湯

一

歌
川
殿

黄
連
湯

加
茯

11
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大
黄
甘
草
丸

十
貼

胃
苓

(

)
湯

漢
桂

鶏
冠
雄
黄

吹
出
物

兼
澄
涼
丸

25

小
香
竜

加
石

中
大

三
黄
丸

十
貼

桂
枝
加
芍

大
黄
将
小

干
姜
中

足
膏
中
黄

中
具

建
理
参
代
苓
加
木
香

七
貼

生
津
丹

五
十
匁

胃
苓
湯
加
黄
連

小
青
竜
加
杏
人

︵
四
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
金
壱
両
﹂

一

お
満
そ
殿

12

堅
中

(

)
湯
加
呉
茱
萸
小

薊
十
五
貼

26

兼
安
仲
散

七
貼

如
神
散
加
紅
花

堅
中
加
杏
人

蘇
子

後
出

一

お
さ
つ
殿

抑
肝
扶
脾
散

鬚
参

13

小
青
竜
加
杏
人

中
大

兼
竜
騰
飲
加
紅
花

将
極
小

半
瀉
加
軍
牡
蛎

抑
肝

(

)
散
加
芍

十
貼

羚
羊

堅
中
湯
加
呉
茱
萸

27

兼
三
黄
丸

清
上
防
風
湯

十
貼

対
証
桂
枝
湯
加
葛
根

兼

左
金

(

)
丸

茯
苓
瀉
心
呉
茱
牡
蠣

28

︵
四
ウ
︶

一

お
り
ら
殿

14

半
瀉
加
茯

十
貼

歯
付
氷
硼

(

)
散

三
包

29

一

千
代
路
殿

15

当
帰
四
逆
加
呉
姜

十
貼

左
金
丸

十
五
貼

黄
連
湯
加
茯
苓

十
味
当
帰
湯

将
小

︵
五
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
金
二
両
弐
分
弐
朱
﹂

一

瑞
華

(

)
院
様

30

16

柴
圭
加
葛

十
貼

時
候
手
当

不
換
金
正
気
加
茯

五
積
散

去
麻
黄
加
干
姜

兼
清
心
湯

時
候
手
当

十
神
湯

白
芷

極
少

後
出

一

同
御
部
屋

福
尾
殿

17

解
肌
湯

十
貼

女
神
散

橘
皮
半
夏
湯

柴
陥
加
竹
筎

︵
五
ウ
︶

一

御
局
様
部
屋
ノ
人

18

温
清
飲

十

加
味
犀
角
地
黄
湯

犀
代
升
麻

聯
珠
飲
鉄
砂
丸

小
柴
胡

桔
石

対
温
清
飲

氷
硼
酸
三
包

一

小
川
町
奥

須
磨

(

)
浦
殿

後
ニ
出

31

19
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沈
香
降
気
合
左
金

大
柴
胡
去
将
加
甘

十
貼

外
臺
柴
胡
鼈
甲
湯

和
中
飲

十

小
柴
胡
加
地
黄

︵
六
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
御
薬
礼

弐
百
疋
﹂

一

小
糸

20

迷
理
参
代
苓

一

民
尾
殿
御
部
屋
ノ
人

21

発
陳
湯

十
貼

︵
六
ウ
︶

一

お
か
り
殿
部
屋
ノ
人

22

十
敗
加
尭

十
五
貼

兼
三
味
鼷

(

)
鼠
丸

一
分
入

32

中
黄

中
貝
二
ツ

桂
枝
加
芍
干
姜

小
青
竜
加
杏
人

一

桐
壺
殿

23

建
理
参
代
苓

逍
遥
散
地
黄
香
附
子

中
六

明
郎
飲

十

柴
圭
加
黄
連

十
五
貼

明
目
地
黄

(

)
丸33

︵
七
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
御
さ
か
な

弐
百
疋
﹂

一

長
路
殿

24

発
陳
湯

十
貼

一

お
え
た
殿

25

小
柴
胡
湯
桔
石

十
貼

︵
七
ウ
︶

一

お
り
え
殿

26

桂
枝
桔
梗
湯
加
軍

十
貼

振
薬
三
黄
合
三
霊

歯
内
薬
︑
乳
香
散

五
包

黄
連
湯
加
茯

一

お
り
き
殿

27

十
味
当
帰
去
将

十
貼

歯
付
薬

乳
香
散

柴
菖
解
脱
湯

十
貼

風
薬
分
認

︵
八
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
御
肴
代

二
百
疋
﹂

一

福
尾
殿

瑞
華
院
殿
部
屋

28

女
神

(

)
散34

柴
陥
加
竹
筎

後
ニ
出
ル

一

藤
野
殿

29
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抑
肝
加
芍
黄
連

十

小
青
竜
加
杏
人

か
け
ん
向
薬
分
認

左
金
丸

建
理
参
代
加
苓

︵
八
ウ
︶

一

花
岡
部
屋
ノ
人

30

葛
根
湯

柴
桂
加
杏
人

一
貼

一

お
袖
殿

31

柴
桂
加
葛

十
味
敗
毒
散
加
軍

十

十
敗
加
尭

軍
少

十
貼

フ
チ
膏

中
黄

膏
遊
尭

二
貝

前
衝

中
貝

解
毒
剤
末

十
貼

足
膏

十
黄

︵
九
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
御
薬
代

金
四
百
五
拾
疋

□
□
也
﹂

一

岩
浪
殿

32

前
衝
膏

一

お
か
り
殿

33

対
黄
連
湯
加
茯

十

建
理
参
代
苓
加
木
香
男

明
郎
飲

加
軍

同

明
郎
飲

十
五
貼

建
理
参
代
苓
加
木
香

十

兼
加
蘭
煎

大
柴
胡
加
甘
草

小
大
将
小

精
華
膏

壱
貝

︵
九
ウ
︶

一

秋
月

(

)
院
様
部
屋
之
人

35

34

十
味
当
帰
去
将

柴
芍
六
君
子
竹
参

一

七
宝
之
間
お
か
さ
殿

35

左
金
丸

︵
十
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
御
肴
料

︵
金
額
見
え
ず
︶﹂

一

冨
野
殿

清
上
防
風
湯
加
石

中
大

36

頭
膏
前
衝

臂
伝
梔
子
小
麦

小
柴
胡
桔
石

提
肩
散

黄
連
湯
加
茯

兼
芎
黄
散

改
口
吻
膏
中
黄

防
風
通
聖
散

白
竜
膏

小
貝

二
つ

治
頭
瘡
一
方
加
石
膏

一

松
御
殿

御
局

37

本
方
導
滞
通
経
湯

澤
大

本
方
六
君
子
加
霍
香

直
参

兼

加
味
寧
肝
湯

青
皮

小
半
夏
加
茯
橘

兼
黒
錫
丹

胸
隔
手
当

椒
梅
丸

通
気
手
当

大
苷
︵
甘
︶
丸

口
中
付
薬

氷
硼
散
羽
散

理
中
加
二
味
湯

芍
大

洋
参
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︵
十
ウ
︶

一

花
川
殿

38

防
風
通
聖

(

)
散

十
貼

36

中
黄
膏

大
貝

一

か
ら
衣
殿

39

葛
根
加
芎

将
小

芎
大

真
桂

︵
一
一
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
御
薬
札

金
千
疋
﹂

一

お
ち
え
様

40

白
竜
膏

中
貝
一

対
黄
連
湯
加
茯
苓

十
貼

葛
根
加
荊

大

将
小

大
柴
胡
加
甘

将
中

五
帖

玄
将

五
帖

一

桂
寿
尼

下
谷
三
枚
橋
山

41崎
玄
菴
妹

黄
連
湯

鬚
参
漢
桂

兼
澄
凉
丸

︵
一
一
ウ
︶

一

晴
光
院
様
御
付
御
す
ん
様

42

小
青
竜
加
杏
人

建
理
参
代
苓

一

妙
知
院
殿

43

安
仲
散

黄
連
湯
加
茯

︵
一
二
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
御
肴
料

千
疋
﹂

一

藤
野
御
部
屋
人

44

延
年
半
夏
湯

柴
胡
疎
肝
油

十
貼

一

お
た
つ
殿

45

凉
如
蘭
煎

竜
騰
飲
加
紅
花

将
小

五
貼

︵
一
二
ウ
︶

一

観
音
菴

孝
順
尼

46

半
瀉
湯

兼
沈
香
降
気
合
左
金

一

御
局
様
部
屋
お
く
わ

47

麻
黄
加
朮
湯

︵
一
三
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
御
薬
礼
金
二
百
疋

□
沢
吉
田
彦
平
﹂

一

善
知
院
様

48

安
仲
散
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一

関
屋
殿
部
屋
ノ
人

49

黄
連
湯
加
茯
苓

胃
苓
湯
加
芍
干

︵
一
三
ウ
︶

一

豊
路
殿

50

足
膏

熱
奕

中
貝
一
ツ

一

岩
田
殿

51

発
陳
湯

十
貼

漢
圭

蒼
木

︵
一
四
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
金
四
両
弐
分
﹂

一

お
さ
か
殿
部
屋
ノ
人

52

大
柴
胡

十
貼

内
五
貼

将
少

乙
字

(

)
湯

将

十

37

一

お
り
き

53

氷
硼
散

︵
一
四
ウ
︶

一

山
田
殿

54

莞
菁

(

)
膏

中
貝

一

中
黄

清
上
防
風
加
石
軍

温
清
飲

38

十
敗
加
石

中
大

将
中

氷
硼
散

前
衝
中
貝

カ
フ
レ

中
黄

加
減
凉
隔
散

一

瀧
路
殿
部
屋
ノ
人

55

左
金
丸

十
貼

︵
一
五
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
御
薬
礼

金
六
百
疋

通
三
丁
目

竹
屋
佐
兵
衛
﹂

一

瀧
路
殿

56

四
逆
散

呉
茯
末

十
貼

対
証
胃
茯
湯
加
木
香

対

女
神
散
去
将

一

江
沢
殿

57

堅
中
湯
加
呉
茱
萸

四
逆
散
呉
茯
末

︵
一
五
ウ
︶

一

お
か
よ
殿

58

胃
苓
湯

十

一

お
さ
つ
殿
部
屋
ノ
人

59

胃
苓
湯
加
木
香

︵
一
六
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
干
鯛

御
樽
代

金
壱
両
﹂

一

御
局
様
老
女
お
な
つ

60

十
味
当
帰
去
将

十
貼

一

関
屋
殿

61

御殿診籍 翻刻
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指
膏

前
衝

中
貝

胃
苓
湯

加
木
香

遊
奕

壱
貝

︵
一
六
ウ
︶

一

お
さ
の
殿

62

苓
桂

犬
甘
合
芳
黄

芎
大
将
少

耳
サ
シ
紫
雲

一
貝

兼
地
黄
加
磁
石
丸

兼
芳
黄
丸

一

民
尾
殿

63

堅
中
湯

後
按
明
郎
飲

明
目
地
黄
丸

︵
一
七
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
金
四
百
疋

御
薬
料
﹂

一

於
り
ん
殿

64

発
陳
湯

十

一

藤
野
殿
部
屋

お
菊

65

紫
桂
湯

発
陳
湯

医
貫
逍
遥

(

)
散39

︵
一
七
ウ
︶

一

専
絡
殿

66

五
苓
散
合
三
昧
湯

益
知
木
香

霍
香

一

川
岡
殿

67

楊
柏
散

寛
中
湯
加
黄
連

十

胃
苓
湯
加
乾
姜

十
味
当
帰
去
将
漢
枳
鬚
参

去
将

枳
編
二
陳
湯

漢
枳

︵
一
八
オ
︶

一

川
岡
殿
御
部
屋
ノ
人
お
こ
ひ

68

抑
肝
加
芍
黄
連
羚
羊

一

正
實
院
殿

69

逍
遥
散

山
梔

牡
丹

医
貫
逍
遥
散

十

胃
苓
湯
加
芍
干
姜

二
丁
貼

︵
一
八
ウ
︶

︵
裏
書
︶﹁
御
樽
代

五
百
疋
﹂

一

ひ
ば
舟
殿

70

夏
枯
草

一
味
散

十
四
貼

兼
犀
角
消
毒
丸

七
貼

中
黄

中
貝
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一

お
つ
ね
様
部
屋
ノ
人

71

柴
桂
加
葛

十

瘧
ノ
切
薬
分
認

常
山
大

檳
大

知
大

三
貼

少
柴
胡
加
石
膏

二
服

︵
一
九
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
御
薬
礼

一
朱
銀

拾
両
﹂

改
出

一

小
川
町
奥
へ

須
磨
浦

72

五
苓
散

加
霍
縮
木
耳

外
臺
柴
胡
鼈
甲
湯

大
柴
胡
去
将
加
甘

十
貼

兼
大
陥
胸
丸

青
竜
丹

壱
匁

一

同

冨
野

73

女
神
散

去
将
加
紫
蔚
薬

︵
一
九
ウ
︶

一

同

使
番

苫
屋

74

建
理
参
代
苓

漢
桂

一

お
さ
か
殿

75

少
柴
胡
湯
加
地
黄

︵
二
〇
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
御
薬
礼

□
□
□
﹂

一

お
ゆ
み
殿

76

黄
連
湯
加
茯

一

空
蝉
殿

77

澄
凉
丸

︵
二
〇
ウ
︶

一

歌
川
殿
部
屋
お
な
か

78

柴
葛
解
肌
加
杏
人

三
黄
丸

葛
根
加
朮
附
小
蒼
大

柴
桂
加
杏
人

肩
付
薬
金
黄

一

須
磨
浦
殿
部
屋
ノ
人

79

小
柴
胡
加
地
黄

十
五
貼

氷
硼
散

三
貼

︵
二
一
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
御
薬
礼

金
百
疋
﹂

一

お
か
よ
殿

80

澄
凉
丸

一

清
風
殿

81

楽
令
建
中
湯

十
五
貼

兼
六
味
生
津
丹

五
十
匁

︵
二
一
ウ
︶

一

藤
瀬
殿

82

解
肌
湯
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一

藤
田
様

83

黄
連
湯
加
茯

︵
二
二
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
金
千
疋
﹂

改
出

一

お
の
せ
殿

84

建
理
参
代
苓

十
貼

一

小
芝
殿

85

麻
杏
甘
石

七
貼

甘
中
大

対
麻
黄
甘
草
湯

没
食
子
散

橘
皮
竹
筎
湯
夏
蘇
子

柴
陥
加
竹
筎

甘
中

兼
苓
葛
煉

︵
二
二
ウ
︶

一

お
さ
つ
殿

兼
生
津
丹

木
香
小

86

当
帰
建
中
加
良
姜
干
姜

右
中

堅
中
加
呉
茱
萸

建
理
参
代
苓
対
小
青
竜
加
杏
人

竜
騰
院
加
紅
花

将
小

芎
大

柴
蘇
飲

半
瀉
加
茯
牡
蠣

和
口
散

三
包

桂
枝
加
芍
干
姜
良
姜
木
香

澄
凉
丸

一

歌
山
殿

87

銀
海
煎

龍
騰
飲
加
紅
花

将
中

十
貼

︵
二
三
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
御
肴
料

五
十
疋
﹂

一

梅
渓
様
御
部
屋
ノ
人

88

十
敗
加
羊

小

乳
湯
薬

中
黄

二
貝

苦
荊
丸

三
十
貼

一

藤
野
殿

89

建
理
参
代
茯

加
木
香

作
薬
小
青
竜
加
杏
人

十
貼

振
薬
女
神
散
加
紅
花

新
調
去
将
兼
六
味
生
津
丹

︵
二
三
ウ
︶

一

歌
山
部
屋
ノ
人

90

虎
脛
骨
丸

十
貼

一

七
宝
ノ
間
お
く
ら

91

龍
騰
飲
加
紅
花

兼
氷
硼
散

︵
二
四
オ
︶

﹁
御
肴
代

金
百
疋
﹂

後
ニ
出
ル

一

七
宝
ノ
間

お
つ
ね

92

三
黄
丸

一

お
た
お
殿

93
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氷
硼
散

︵
二
四
ウ
︶

七
宝
ノ
間

一

お
つ
ね
殿

94

半
疏
丸

十
五
貼

一

霜
代
殿

95

乳
香
散

三
帖

︵
二
五
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
金
五
百
疋
﹂

一

勝
岡
殿

96

生
津
丹

五
十
匁

一

本
寿

(

)
院
様

40

97

柴
桂
湯

︵
大
尾
︶

︵
二
五
ウ
な
し
︑
そ
の
ま
ま
裏
表
紙
に
つ
づ
く
︶

︵
Ｂ
-
(ａ
)︶

︵
外
表
紙

題
簽
︶

御
殿
診
藉

浅
田
宗
伯

勿
誤
薬
室

︵
裏
表
紙

白
紙
︶

︵
一
オ
︶

︷
裏
書
︸﹁
三
両
﹂

御
殿
診
籍

全
勿
誤
薬
室
知
事

一

歌
川
殿

１

橘
皮
半
夏
湯

加
減
内
薬
竹
筎
温
胆
湯

直
彡(参
)

桔

大

十
貼

生
津
丹

五
十
匁

指
浸
薬

五
物
大
黄
湯

膏
中
黄

小
青
竜
加
杏
人

黄
連
湯
加
茯

︵
一
ウ
︶

一

お
さ
つ
殿

２

参
胡
三
白
竹
麦
杏
人

ヒ
ケ

対
証
柴
葛
解
肌
湯

右
中
加
杏
人

澄
竜
丸

柴
胡
畺
桂
呉
茯

当
帰
建
中
加
干
姜
良
姜

各
小

木
香
小

漢
附
少

杏
酪
煎

堅
中
加
呉
茱
萸

千
金
葛
良
姜
物

漢
圭
中

当
中
大

厚
大

良
中
大

兼
安
中
散

小
柴
胡
竹
茹
麦
門
茯
苓
直
参

一

お
か
り
殿

３

後
ニ
出
ル

葛
根
桔
石

六
味
生
津
丹

五
十
匁

︵
二
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
金
四
両
﹂

御殿診籍 翻刻
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一

花
代
殿

４

柴
桂
加
黄
連

一

軒
端
殿

５

三
黄
瀉
心
湯
加
紅
花

将
中

︵
二
ウ
︶

一

松
御
殿

６

解
脱
湯

兼
生
津
丹

五
十
匁

別
製
白
龍

一
貝

十
月
廿
六
日

小
青
竜
加
杏
人

清
心
湯

十
貼

十
月
朔
日

降
気
湯
十
貼
十
一
月
三
日

一

七
宝
間

お
末

７

膏
前
衝

︵
三
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
御
薬
代

金
七
百
疋
﹂

後
出

一

お
か
り
殿

８

明
目
地
黄
丸

十
五
貼

兼
龍
騰
飲
加
紅
花

小
青
竜
加
杏
人

桔
梗

腹
痛
手
当

六
味
生
津
丹
五
十
匁

澄
凉
丸

一

お
袖

９

桂
枝

指
浸
薬
五
物
大
黄
湯

膏
前
衝

︵
三
ウ
︶

一

戸
山
お
り
き
殿
部
屋
ノ
人

10

十
敗
加
軍

兼
前
衝

一

同

藤
瀬
殿

11

橘
皮
半
夏
湯

承
気
丸

龍
騰
飲
加
紅
花

六
味
生
津
丹

十
味
当
帰
去
将

︵
四
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
金
千
疋
﹂

一

藤
尾
殿
部
屋
之
人

12

十
敗
加
軍
小

中
黄

一

関
尾
殿

13

頭
膏
中
黄

十
敗
加
連
尭

︵
四
ウ
︶

一

七
宝
之
間
実
成

(

)
院
様

41

14

御
油
薬

中
黄

中
貝

龍
騰
飲
加
紅
藍

将
中
大

九
月
晦
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後
出
可
并
考

一

本
寿

(

)
院
様

42

15

黄
連
湯
加
茯

七

沈
香
降
気
合
左
金
紅
花

五

八
月
二
日

和
気
飲

十
貼

八
月
廿
六
日

同
十
貼

十
月
二
日
︑
同
十
五
貼

十

二
月
十
六
日

付

上
石
灰

五
匁

吉
益
牡
蠣
二
匁
五
分

研
末
鉛
丹
入
桃
花
ニ
ス

︵
五
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
金
壱
両
三
分
﹂

一

民
尾
殿

16

明
郎
飲

胸
痛
丸
薬
分
腹

左
金
丸

明
目
地
黄
丸

一

藤
野
殿

17

女
神
散
加
紅
花

十
味
当
帰
去
将
加
附

風
小
青
龍
加
杏
人

復
抑
肝
加
芍
連

附
楊
柏
散

兼
沈
香
降
気
合
左
金

四
逆
散
呉
茯
茴

通
り
年

三
黄
丸

兼
苦
荊
丸

改
正
抑
肝
加
芍
連

肛
門
膏
遊
奕
中
貝

改
正
沈
香
降
気
合
左
金

︵
五
ウ
︶

出
于
復

一

桐
壺
殿

18

明
榔
飲

兼
龍
騰
飲
加
紅
花

帰
脾
湯

加
芍
茶
鬚
□

兼
明
目
地
黄
丸

逍
遥
散
加
茯

五
分

生
姜
瀉
心
加
軍
少

一

藤
多
殿

19

安
仲
散

半
夏
瀉
心
呉
茯

︵
六
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
御
礼
金
弐
百
疋
﹂

一

此
芝
殿

20

人
参
飲
子
か
杏
人

一

奥
絹
江

21

温
清
飲

半
瀉
呉
茯

痔

紫
(

)
雲

龍
騰
飲
加
紅
花
将
小

43

︵
六
ウ
︶

後
ニ
出
ル

一

歌
川
部
屋
之
者

22

足
膏

中
黄

一

絹
江
殿
部
屋
ノ
人

23

中
黄

壱
貝

︵
七
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
金
五
百
疋
﹂

一

須
磨
浦
殿
部
屋
人

24

小
柴
胡
加
地
黄

氷
硼
散
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一

堅
中
湯
加
茱
萸

お
さ
つ
殿

25

柴
葛
六
君
子

鬚
参

対
小
柴
胡
芍
薬
茯
苓
持
薬
四
逆
散
呉
茯
末

柴
葛
解
肌
去
石
加
桔

時
候
ノ
手
当

藿
香
正
気
散

兼
建
理
参
代
茯
参
代
苓
︑
逆
上
手
当

女
神
散
加
紅
花
道
中
必
用

澄
凉
丸

堅
中
湯

下
部
膏
中
黄

当
四
逆
加
呉
生
姜
湯

︵
七
ウ
︶

後
出

一

お
つ

(

)
ね44

26

胃
苓
湯
加
黄
連

中
黄

遊
奕

一

幸
山

27

解
肌
湯
加
杏
人

︵
八
オ
︶

︵
裏
書
な
し
︶

後
ニ
出
ル

一

お
な
か

28

柴
葛
解
肌
湯

十
味
当
帰
去
将

柴
胡
畺
桂

桔
大

反

鼻

霜

小
柴
胡
加
茯
黄
連

延
年
半
夏
湯

沈
香
降
気
左
金

兼
龍
騰
飲
加
紅
花

一

藤
瀬

29

鼻
膏

白
龍

︵
八
ウ
︶

一

お
そ
て

30

十
敗
加
石
膏
軍

胸
痛
手
当

椒
梅
丸

十

一

園
江

31

徳
本
発
陳
湯

持
置

乕
脛
骨
丸

︵
九
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
御
薬
礼
金
弐
両
﹂

一

関
屋

32

膏
前
衝
柴
葛
解
肌
湯

柴
桂
加
葛

可
改
出
別
籍
ニ
出

(

)
ス45

一

御
廣
式

浅
井
清
一

(

)
郎46

33

顔
膏
左
突

︵
九
ウ
︶

一

本
寿
院
様

34

発
陳
湯

十

持
薬
苦
荊
散
加
犀
角

苦
参

荊
芥

右
二
匁

犀
角
一
匁

右
三
昧
極
研
末
一
袋
ニ
入
七
月
十
七
日
同

方
一
剤

十
月
二
日

同
方

十
一
月
廿

日

膏
別
製
中
黄

七
月
十
四
日
︑
同
廿
日
︑
同
廿
八
日
︑
九
月
六
日

改

沈
香
降
気
合
左
金
紅
花
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一

お
な
か

兼
沈
香
降
気
合
左
金

35

小
柴
胡

十
一
月
改

小
青
龍
加
杏

本
方
延
年
半
夏
湯

竹
彡

加
芍

復
五
苓
散
加
石
膏

柴
胡
桂
加
畺
加
鱉

桔
大

兼
三
黄
瀉
心
加
紅
花

香
附

大
柴
古
去
将
加
鱉

復
截
薬

五
八
霜
兼
瀉
心
加
紅
藍

将
中

精
花
膏

︵
一
〇
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
金
百
疋
﹂

一

於
里
幾
部
屋
ノ
人

36

猪
苓

(

)
湯
加
車
前

47

龍
胆
瀉
肝
加
軍
少

兼
蒲
滑
散

十

九
味
檳
榔
去
将
呉
茯

後
ニ
出
ル

一

善
珠
院

37

十
敗
加
軍

傳
金
黄

︵
一
〇
ウ
︶

一

於
袖
部
屋
ノ
人

38

銀
海
煎

指
浸

五
物
大
黄
湯

膏

中
黄

一

於
力
部
屋
於
奈
津

39

十
敗
当
帰

去
将

︵
一
一
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
□
□
□
﹂

一

於
可
里
殿
部
屋
ノ
人

40

承
気

(

)
丸48

一

花
代

41

楊
柏
散

︵
一
一
ウ
︶

一

お
つ
ね

42

三
黄
瀉
心
加
芎
大

石
同

葛
根
桔
石

兼
氷
硼
散

絹
浦

改
出

一

お
か
り

43

明
目
地
黄
丸

明
朗
飲

擺

龍
騰
飲
加
紅
花

将
中

︵
一
二
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
御
謝
礼

三
百
疋
﹂

一

み
い
く

44

柴
圭
湯
加
葛

小
柴
胡
加
石
中
大

柴
胡
畺
桂
鱉
茯

五
八
霜

一

滝
路

45

四
逆
呉
茯
末
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︵
一
二
ウ
︶

出
于
前

一

お
幸

46

柴
胡
姜
桂
鱉
茯

後
出

一

歌
川

47

黄
連
湯
加
茯

六
味
生
津
丹

乙
字
湯

甘
中

将
中
小

紫
雲
柴
膏

︵
一
三
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
御
肴
料

金
五
拾
疋
﹂

改一

桐
壺

48

生
姜
瀉
心
加
軍
少

明
目
地
黄
丸

兼
女
神
散
加
紅
花

澄
凉
丸

一

島
澤

49

黄
連
湯
加
茯

柴
陥
湯

持
参

芎
黄
丸

中
黄

中
貝

︵
一
三
ウ
︶

一

善
珠
院

50

十
敗
加
尭

膏
中
黄

一

瑞
華
院
様
内
福
尾

51

柴
陥
湯
加
竹
筎

兼
生
津
丹
末
七
貼

︵
一
四
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
薬
謝
金
弐
百
疋
﹂

一

歌
川
部
屋
之
人

52

柴
葛
解
肌
湯

膏
遊
奕

一

実
成
院
様

53

龍
騰
飲
加
紅
花

十
貼

︵
一
四
ウ
︶

一

清
風

54

龍
騰
飲
加
紅
花

将
小

一

松
尾
殿
御
次

55

白
竜

大
貝

︵
一
五
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
金
百
疋
﹂

一

須
磨
浦

56

白
竜
大
貝

延
年
半
夏
湯
加
甘
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沈
香
降
気
合
左
金

一

お
り
く

57

氷
硼
散

︵
一
五
ウ
︶

一

お
か
く
部
屋
ノ
人

58

解
肌
湯
加
石

柴
葛
解
肌

一

瑞
華
院
様

59

和
気
飲

十
五
貼

︵
一
六
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
金
六
両
﹂

一

お
の
せ

60

半
瀉
呉
茯

改
出

一

歌
川

61

凉
痰
丸

柴
胡
枳
桔
加
蒂
藶

漢
枳
中

桔
夏
各
中
桂
夏
各
中
大

加
□
□
薬

小
青
龍
加
杏
人

柴
陥
加
竹
茹
苷
中

厚
朴
麻
黄
湯

生
津
丹
末

︵
一
六
ウ
︶

一

同
部
屋
之
人

62

遊
奕

壱
貝

一

民
尾

63

澄
凉
丸

︵
一
七
オ
︶

(裏
書
)﹁
御
薬
料

弐
百
疋
﹂

一

松
御
殿

64

奇
応
丸

壱
匁

十
一
月
廿
五
日

一

本
寿
院
様

65

奇
応
丸

五
分

同
日

︵
一
七
ウ
︶

一

実
城
︵
成
︶
院
様

66

奇
応
丸

五
分

同
日

一

静
緩
︵
寛
︶
院
宮
様

67

奇
応
丸

壱
匁

︵
一
八
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
御
□
弐
百
疋
﹂

一

お
さ
か

68

小
青
竜
加
杏
人

一

奥
お
ふ
き

69

御殿診籍 翻刻

青 木 歳 幸

43



葛
根
芎
黄

将
中

耳

中
黄

︵
一
八
ウ
︶

一

お
の
せ
部
屋
之
人

70

黄
連
湯
加
茯

兼
鸝
春
菜
丸

一

妙
寿
尼

71

六
未
生
津
丹

五
十
匁

︵
Ｂ
︱
ａ
オ
ワ
リ
︶

︵
Ｂ
-
(ｂ
)︶

︵
一
九
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
金
百
疋
﹂

︵
明
治
五
年
︶

壬
申
御
殿
診
籍

第
一

勿
誤
薬
室
知
事

一

歌
川

１

生
津
丹
末

厚
朴
麻
黄
湯

小
青
竜
加
杏
人

黄
連
湯
加
茯
苓

︵
二
〇
ウ
︶

一

於
袖
部
屋
之
人

２

指
浸

五
物
大
黄
湯

膏

中
黄

一

藤
田

３

小
青
竜
加
杏
人

黄
解
散

︵
二
一
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
御
肴
料

金
三
百
疋
﹂

一

歌
川
部
屋
之
人
お
な
か

４

小
青
竜
加
杏
人

一

妙
寿
尼

５

六
味
生
津
丹

五
十
匁

︵
二
一
ウ
︶

一

桐
壺

６

明
目
地
黄
丸

廿
五

一

藤
野

７

小
青
竜
加
杏
人

十
味
当
帰
軍
小

柴
葛
解
肌
湯

石
中
大

漢
圭

持
抑
肝
散
加
芍
連

黄
沈
香
降
気
合
左
金

柴
姜
圭
呉
茯

兼
柴
圭
加
黄
連

青 木 歳 幸

44



︵
二
二
オ
︶

一

お
の
せ
部
屋
の
人

８

解
肌
湯
加
杏
人

一

お
の
せ

９

游
奕

圭
蛤

︵
二
二
ウ
︶

一

お
ふ
き

10

葛
根
芎
煎

一

須
磨
浦

11

延
年
半
夏
湯

良
枳
湯

漢
枳

沈
香
降
気
合
左
金

龍
騰
飲
加
紅
花

(二
三
オ
)

︵
裏
書
︶﹁
金
千
三
百
疋
﹂

一

本
寿
院
様

12

和
気
散
去
芷

加
杏
人

正
月
廿
五
日

十
貼

別
製
中
黄
膏
壱
壺
四
月
七
日

持
薬
苦
荊
散
加
犀
角

苦
荊
各
二
匁
犀
角
一
匁

七
月
七
日
苦
荊
散
一
剤

右
三
味
極
研
末
一
袋
ニ
入
レ
四
月
十
六
日
︑
同
月
同
日
一
剤

付
上
石
灰
五
匁

吉
牡
蠣
二
匁
五
分

吉
二
味

研
末
飲
丹
桃
花
同
日
一
剤

苦

荊
散
一
剤

別
製
中
黄
膏
壱
壺

六
月
五
日

同
七
月
十
五
日

柴
主
湯
加
黄
連
同
廿
五
日

蘊
要
柴
葛
解
肌
湯

七
月
廿
日

清
疝
丸

藿
杏
正
気
散

八
月
十
六
日

十

一

松
御
殿

13

葛
根
桔
石
将
中
大

石
中

二
月
九
日

十
貼

十
二
月
十
貼

肩
膏

中
黄

小
貝

二
蛤

二
月
九
日

沈
香
降
気
湯

十
貼

︵
二
三
ウ
︶

一

島
澤

14

芎
黄
丸

前
衝
中
貝

一

お
さ
か

15

女
神
散
加
紅
花

紫
雲
中
貝

︵
二
四
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
御
薬
礼

金
弐
両
弐
朱
﹂

一

園
江

16

十
敗
加
石

膏
中
黄
大
柴
胡
加
当
帰
甘
将
小

寛
中
湯
加
呉
茱

一

清
風
尼

17

防
風
通
聖
散
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︵
二
四
ウ
︶

一

民
尾

18

沈
香
降
気
湯

合
左
金

五

一

お
か
く

19

明
目
地
黄
丸

十
五

黄
連
加
茯

半
陥
呉
茯

明
郎
飲

三
黄
瀉
心
加
妙
紅
花

︵
二
五
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
金
三
百
目
﹂

一

林
碩

20

三
黄
瀉
心
湯

一

善
珠
院

21

黄
連
五
苓
散
料

︵
二
五
ウ
︶

一

御
客
坐
敷
御
側
之
人

22

小
柴
胡
桔
石

金
南

廿
二

一

戸
山
奥

23

清
心
湯

廿
五
日

十
貼

︵
二
六
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
御
肴
料

金
百
疋
﹂

一

お
袖
部
屋
之
人

24

柴
葛
解
肌
湯

十

一

島
澤
部
屋
ノ
人

25

黄
連
湯
加
茯

十

柴
桂
湯
加
葛
根
十

小
柴
胡
加
地
黄

︵
二
六
ウ
︶

一

絹
江

26

葛
根
湯
芍
大

十
味
当
帰
湯
倭
附

葛
根
加
朮
苓
附
倭
附

一

お
し
の
部
屋
人

27

葛
根
湯

︵
二
七
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
御
薬
礼

金
壱
両
弐
分
﹂

一

於
笠
部
屋
人

28

抑
肝
加
芍
羚

一

天
璋
院
様

29

黄
連
湯
加
茯
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︵
二
七
ウ
︶

一

実
成
院
様

30

柴
桂
湯
加
杏
人

五

一

本
寿
院
様

31

和
多
欠

十

即
五
積
散
加
干
黄

白
芷
極
少
漢
枳

︵
二
八
オ
︶

︵
裏
書
︶﹁
御
肴
料

金
百
疋
﹂

一

赤
坂
御

(

)
殿

お
花

49

32

治
癬
一
方

兼
陰
湿
丸

前
衝

一

お
笠

33

左
金
丸

︵
二
八
ウ

白
紙
︶

︵
Ｂ
︱
ｂ
オ
ワ
リ
︶

︵
二
九
オ
︶

︵
Ｂ
︵
ｃ
︶︶

︵
明
治
六
年
︶

癸
酉
診
籍
巻
之
第
壱

勿
誤
薬
室
知
事

一

藤
野

１

抑
肝
散
加
葛
連

︵
二
九
ウ
・
白
紙
︶

︵
Ｂ
︱
ｃ
オ
ワ
リ
︶

壬
申
診
籍
第
八
之
巻

勿
誤
葯
室
知
事

︵
Ｂ
オ
ワ
リ
︶

︻
注
︼

︵
１
︶
御
殿
⁝
天
璋
院
篤
姫
の
居
住
し
て
い
る
松
御
殿
︒
江
戸
城
退
去
後
︑
明
治
元
年
七
月
二
八
日
に

青
山
紀
州
邸
︵
赤
坂
邸
︶
に
移
り
︑
明
治
三
年
︵
一
八
七
〇
︶
八
月
一
二
日
に
尾
張
藩
下
屋
敷

の
牛
込
戸
山
邸
に
移
り
︑
明
治
五
年
九
月
二
七
日
に
赤
坂
溜
池
に
近
い
福
吉
町
の
旧
相
良
藩
邸

に
落
ち
着
き
︑
明
治
十
年
一
〇
月
二
七
日
に
千
駄
ヶ
谷
に
徳
川
宗
家
に
あ
る
御
殿
が
完
成
し
︑

そ
こ
に
移
っ
た
︒
移
転
し
た
各
屋
敷
で
も
大
奥
で
の
松
御
殿
の
呼
称
は
残
し
て
い
た
︒

︵
２
︶
浅
田
宗
伯
⁝
浅
田
宗
伯
︵
一
八
一
五
～
一
八
九
四
︶
は
︑
信
濃
国
筑
摩
郡
栗
林
村
︵
現
松
本
市
︶

生
ま
れ
︒
漢
方
医
と
し
て
幕
府
に
仕
え
︑
維
新
後
も
天
璋
院
な
ど
を
診
察
し
た
︒
明
治
八
年

︵
一
八
七
六
︶
宮
内
省
の
侍
医
と
な
る
︒
著
書
に
﹁
勿
誤
薬
室
方
函
口
訣
﹂
な
ど
も
あ
る
︒

︵
３
︶
庚
午
・
辛
未
・
壬
申
・
癸
酉
⁝
明
治
三
年
︵
一
八
七
〇
︶・
四
年
(一
八
七
一
︶・
五
︵
一
八
七
二
︶

年
・
六
年
︵
一
八
七
三
︶

︵
４
︶
勿
誤
薬
室
知
事
⁝
勿
誤
薬
室
は
浅
田
宗
伯
の
号
︒
知
事
は
こ
の
場
合
薬
室
の
庶
務
を
司
る
者
の

意
で
︑
宗
伯
自
身
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

︵
５
︶
五
物
大
黄
湯
⁝
ゴ
モ
ツ
ダ
イ
オ
ウ
ト
ウ
︒﹁︵
吉
益
東
洞
︶
指
腫
れ
て
腐
爛
熱
痛
す
る
者
を
治
す
︒

い
は
ゆ
る
瘭
疽
︵
ひ
ょ
う
そ
︶
指
痛
な
り
︒
或
い
は
痔
脱
肛
す
る
者
︑
こ
の
湯
を
用
い
て
こ
れ
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を
洗
ふ
て
効
あ
り
︒
大
黄
・
桂
枝
・
地
黄
・
川
芎
・
甘
草

右
五
味
﹂︵
処
方
全
集
下
一
三
二

ペ
ー
ジ
︶
と
あ
る
の
で
︑
こ
の
と
き
︑
お
ろ
せ
は
︑
指
が
腫
れ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
︑
五
物

大
黄
湯
に
指
を
浸
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
︒

︵
６
︶
松
御
殿
⁝
天
璋
院
篤
姫
の
居
所
の
呼
称
︒
御
局
様
は
天
璋
院
の
こ
と
︒

︵
７
︶
導
滞
通
経
湯
⁝
ド
ウ
タ
イ
ツ
ウ
ケ
イ
ト
ウ
︒﹁
脾
湿
余
り
あ
り
︑
及
び
気
宣
通
せ
ず
︑
面
目
手
足

浮
腫
す
る
を
治
す
︒
木
香
・
白
朮
・
桑
白
・
橘
皮
・
茯
苓
︑
右
五
味
︑
霖
雨
の
と
き
は
澤
瀉
を

加
ふ
︒
今
こ
れ
に
従
ふ
﹂︵﹃
処
方
全
集
﹄
後
編
八
四
頁
︶︒

︵
８
︶
柴
葛
解
肌
湯
⁝
サ
イ
カ
ツ
ゲ
キ
ト
ウ
︒﹁︵
薀
要
︶
脈
弦
長
︑
少
陽
陽
明
合
病
に
し
て
熱
あ
る
者

を
治
す
︒
即
ち
小
柴
胡
湯
方
中
に
︑
葛
根
芍
薬
を
加
ふ
︒
栗
国
先
を
曰
く
︒
家
方
柴
葛
解
肌
湯

の
症
に
し
て
︑
而
し
て
汗
出
で
煩
渇
せ
ず
︑
脈
弦
長
な
る
者
は
こ
の
湯
に
宣
し
︒﹂︵﹃
処
方
全

集
﹄
前
編
一
四
八
頁
︒︶

︵
９
︶
本
草
彙
言
⁝
中
国
の
本
草
書
︒
全
二
〇
巻
︒
倪
朱
謨
著
︒
タ
バ
コ
を
烟
草
と
初
め
て
記
録
し
た

書
籍
︒
一
六
二
〇
年
に
成
立
し
︑
一
六
二
四
年
に
元
璐
の
序
を
得
た
後
に
原
稿
が
倪
洙
龍
に
授

け
ら
れ
て
初
版
︒
一
六
四
五
年
に
は
有
文
堂
が
翻
刻
し
た
︒︵
真
柳
誠
﹁﹃
本
草
彙
言
﹄
と
烟
草
﹂

﹃
た
ば
こ
史
研
究
﹄
三
六
号
一
四
八
〇
-一
四
八
八
頁
︑
一
九
九
一
年
︶︒

︵

︶
椒
梅
丸
⁝
シ
ュ
ウ
バ
イ
ガ
ン
︒
鳥
梅
と
胡
椒
の
二
味
か
ら
な
る
丸
薬
で
椒
梅
湯
の
成
分
︒
お
腹

10

の
回
虫
の
駆
除
な
ど
に
効
果
が
あ
る
︒

︵

︶
大
甘
丸
⁝
ダ
イ
カ
ン
ガ
ン
︒
便
秘
・
ニ
キ
ビ
・
食
欲
不
振
な
ど
︒
主
生
薬
は
大
黄
と
甘
草
︒

11
︵

︶
七
宝
之
間
⁝
大
奥
の
一
部
屋
の
名
で
旧
相
良
邸
で
も
実
成
院
が
住
ん
で
い
た
︒
七
宝
の
間
の
末

12

の
ほ
う
に
い
る
人
を
診
察
し
た
の
だ
ろ
う
︒

︵

︶
中
貝
⁝
中
程
度
の
貝
の
大
き
さ
で
薬
量
を
は
か
る
︒

13
︵

︶
中
黄
⁝
チ
ュ
ウ
コ
ウ
︒
諸
熱
毒
︑
鎮
痛
を
治
す
膏
薬
︒﹁
香
油
一
升
︑
黄
蛾
百
銭

鬱
金
二
十

14

銭
︒
黄
蘗
十
二
銭
﹂︵﹃
処
方
全
集
﹄
前
編
︑
三
百
四
頁
︶︒

︵

︶
袖
垣
⁝
家
定
時
代
は
火
の
番
だ
っ
た
︒

15
︵

︶
麦
門
冬
湯
⁝
バ
ク
モ
ン
ト
ウ
ト
ウ
︒
痰
の
切
れ
に
く
い
咳
や
気
管
支
炎
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
︒

16

主
薬
は
麦
門
冬
︒﹁
麦
門
・
半
夏
・
人
参
・
甘
草
・
粳
米
・
大
棗
︑
右
六
味
︑
或
は
地
黄
・
阿
膠
・

黄
連
を
加
へ
︑
吐
血
︑
下
血
︑
虚
極
す
る
者
を
治
す
﹂︵﹃
処
方
全
集
﹄
前
編
︑
一
〇
頁
︶︒

︵

︶
島
澤
⁝
天
璋
院
付
き
奥
女
中
︑
御
中
臈
頭

兄
・
逆
瀬
川
玄
斎
︵
松
平
修
理
大
夫
家
来
︶

17
︵

︶
発
陳
湯
⁝
ハ
ッ
チ
ン
ト
ウ
︒﹁︵
徳
本
︶
発
熱
悪
寒
︑
上
衝
︑
頭
汗
出
で
︑
或
は
下
痢
︑
或
は
瘧

18

状
の
如
き
発
熱
を
治
す
﹂︵﹃
処
方
全
集
﹄
前
編
︑
一
七
頁
︶︒

︵

︶
沈
香
降
気
⁝
沈
香
降
気
湯
︒
ジ
ン
コ
ウ
コ
ウ
キ
ト
ウ
︒﹁
陰
陽
壅
滞
︑
気
升
降
せ
ず
︑
胸
膈
痞

19

塞
︑
喘
息
︑
嗜
臥
を
治
す
︒
ま
た
脚
気
上
衝
︑
心
腸
堅
満
を
治
す
﹂︵﹃
処
方
全
集
﹄
前
編
︑
三

四
頁
︶︒

︵

︶
女
神
散
⁝
ニ
ョ
シ
ン
サ
ン
︒
の
ぼ
せ
や
め
ま
い
に
効
く
薬
︒
不
眠
や
頭
痛
な
ど
の
と
き
に
使

20

用
︒﹁
当
帰
・
川
芎
・
桂
皮
・
白
朮
・
木
香
・
黄
芩
・
黄
連
・
人
参
︑
甘
草
・
莎
草
・
大
黄
・
檳

榔
・
丁
香
右
十
三
味
﹂︵﹃
処
方
全
集
﹄
前
編
︑
二
三
頁
︶︒

︵

︶
澄
凉
丸
⁝
チ
ョ
ウ
リ
ョ
ウ
ガ
ン
︒
胃
寒
に
よ
る
嘔
吐
や
腹
痛
︑
下
痢
に
使
用
︒
硫
黄
な
ど
と
配

21

合
す
る
浅
田
家
処
方
︒
チ
ラ
シ
が
早
稲
田
大
学
に
あ
り
︒

︵

︶
半
夏
瀉
心
湯
⁝
ハ
ン
ゲ
シ
ャ
シ
ン
ト
ウ
︒︵
傷
寒
論
︶
半
夏
・
黄
芩
・
人
参
・
乾
姜
・
黄
連
・
大

22

棗
・
甘
草
︑
右
七
味
︵﹃
処
方
全
集
﹄
前
編
︑
八
頁
︶︒

︵

︶
大
柴
胡
⁝
大
柴
胡
湯
︒
ダ
イ
サ
イ
コ
ト
ウ
︒﹁︵
傷
寒
論
︶
柴
胡
・
黄
芩
・
芍
薬
・
半
夏
・
生
姜
・

23

枳
実
・
大
棗
・
大
黄
︑
右
八
味
﹂︵﹃
処
方
全
集
﹄
前
編
七
三
頁
︶︒
熱
を
さ
ま
し
︑
発
黄
症
を
治

す
︒

︵

︶
龍
騰
飲
⁝
リ
ュ
ウ
ト
ウ
イ
ン
︒
産
科
の
賀
川
家
の
処
方
︒
大
黄
五
分
︑
黄
連
・
川
芎
な
ど
を
各

24

一
銭
調
合
し
た
も
の
︒
血
気
衝
逆
を
治
す
︒﹁
大
黄
・
黄
芩
・
黄
連
・
川
芎
︑
右
四
味
︑
或
い
は
︒

紅
花
を
加
ふ
﹂︵﹃
処
方
全
集
﹄
前
編
︑
四
九
頁
︶︒

︵

︶
胃
苓
湯
⁝
イ
リ
ョ
ウ
ト
ウ
︒﹁
脾
︑
胃
和
せ
ず
︑
腹
痛
泄
瀉
し
︑
水
穀
化
せ
ず
︑
陰
陽
分
た
ざ
る

25

を
治
す
﹂︵﹃
処
方
全
集
﹄
前
編
︑
三
～
四
頁
︶︒

︵

︶
堅
中
湯
⁝
ケ
ン
チ
ュ
ウ
ト
ウ
︒﹁︵
千
金
︶
虚
労
内
傷
︑
寒
熱
︑
嘔
逆
︑
吐
血
を
治
す
︒﹂

26
︵

︶
抑
肝
散
⁝
ヨ
ク
カ
ン
サ
ン
︒
神
経
の
高
ぶ
り
を
抑
え
る
薬
︒
構
成
生
薬
は
︑
柴
胡
・
甘
草
・
川

27

芎
・
当
帰
・
白
朮
・
茯
苓
・
釣
藤
の
七
味
︒
柴
胡
は
︑
熱
や
炎
症
を
さ
ま
し
︑
腹
直
筋
な
ど
筋

肉
の
緊
張
を
ゆ
る
め
る
働
き
︒
釣
藤
鈎
に
は
脳
循
環
を
よ
く
す
る
作
用
が
あ
る
と
さ
れ
︑
手
足

の
ふ
る
え
・
け
い
れ
ん
な
ど
に
も
効
果
的
と
考
え
ら
れ
る
︒
蒼
朮
と
茯
苓
は
︑
水
分
循
環
を
改

善
す
る
漢
方
の
代
表
的
な
利
尿
薬
︒
茯
苓
に
は
︑
気
分
を
落
ち
着
け
た
り
︑
動
悸
を
し
ず
め
る

作
用
も
あ
る
と
い
わ
れ
る
︒
こ
れ
に
︑
血
行
を
よ
く
し
て
貧
血
症
状
を
治
す
当
帰
と
川
芎
︑
緩

和
作
用
の
甘
草
が
加
わ
り
︑
こ
れ
ら
が
い
っ
し
ょ
に
働
く
こ
と
で
︑
よ
り
よ
い
効
果
を
発
揮
す

る
と
い
わ
れ
る
︒
お
さ
つ
殿
は
精
神
的
な
病
︑
不
眠
症
︑
イ
ラ
イ
ラ
な
ど
が
募
っ
て
い
た
ら
し

い
︒

︵

︶
左
金
丸
⁝
サ
キ
ン
ガ
ン
︒﹁
積
聚
を
治
す
︒
青
洲
曰
く
胸
隔
を
開
き
︑
心
痛
︑
呑
酸
︑
筋
の
疝
痺

28

す
る
を
治
す
︒
呉
茱
萸
二
十
銭
︑
黄
連
十
銭
︑
右
二
味
﹂︵﹃
処
方
全
集
﹄
後
編
二
四
〇
頁
︶︒

︵

︶
氷
硼
散
⁝
ヒ
ョ
ウ
ホ
ウ
サ
ン
︒
口
中
に
含
み
︑
口
内
炎
や
歯
肉
炎
︑
咽
頭
頭
炎
な
ど
に
効
果
あ

29

り
︒﹁
氷
片
五
分
・
朱
砂
・
玄
明
粉
・
硼
砂
各
五
分
﹂︵﹃
処
方
全
集
﹄
前
編
︑
二
六
四
頁
︶︒

青 木 歳 幸

48



︵

︶
瑞
華
院
⁝
一
二
代
将
軍
家
慶
側
室
︒

30
︵

︶
須
磨
浦
⁝
・
和
宮
︵
静
寛
院
宮
︶
付
の
中
年
寄
︑
こ
の
と
き
は
小
川
町
へ
下
が
っ
て
い
た
よ
う

31

で
あ
る
︒

︵

︶
鼷
鼠
⁝
け
い
そ
︑
ハ
ツ
カ
ネ
ズ
ミ

32
︵

︶
明
目
地
黄
丸
⁝
メ
イ
モ
ク
ジ
オ
ウ
ガ
ン
︒﹁
散
大
眼
を
治
す
︒
ま
た
虚
眼
に
も
宜
し
︒
地
黄
倍

33

加
・
知
母
・
黄
蘖
・
兎
糸
子
・
独
活
・
枸
杷
子
・
牛
膝
・
蒺
(し
つ
)藜
(り
)子
各
等
分
︑
右
八

味
﹂︵﹃
処
方
全
集
﹄
前
編
︑
二
四
五
頁
︶︒

︵

︶
女
神
散
⁝
ニ
ョ
シ
ン
サ
ン
︒
血
行
と
水
分
循
環
を
改
善
し
︑
ま
た
︑
気
の
め
ぐ
り
を
よ
く
し
て

34

神
経
の
不
調
を
治
す
薬
︒
気
血
水
の
バ
ラ
ン
ス
を
調
え
る
作
用
が
あ
る
︒
宗
伯
は
如
神
散
と
も

記
し
て
い
る
︒
成
分
は
・
当
帰
・
川
芎
・
香
附
子
・
蒼
朮
ま
た
は
白
朮
・
桂
皮
・
黄
連
・
黄
芩
・

人
参
・
檳
榔
子
・
丁
子
・
木
香
・
甘
草
︒
生
理
の
前
後
や
産
前
産
後
の
血
の
道
症
あ
る
い
は
更

年
期
障
害
な
ど
︑
女
性
特
有
の
症
状
に
よ
く
効
き
︑
証
︵
体
質
︶
が
同
様
の
男
性
に
も
用
い
る

と
い
う
︒
浅
田
家
の
代
表
的
処
方
薬
︒

︵

︶
秋
月
院
⁝
？
～
一
八
八
八
︑
一
二
代
将
軍
徳
川
家
慶
側
室
︒

35
︵

︶
防
風
通
聖
散
⁝
ボ
ウ
フ
ウ
ツ
ウ
シ
ョ
ウ
サ
ン
︒
肥
満
症
︑
便
秘
︑
む
く
み
︑
の
ぼ
せ
︑
肩
こ
り

36

な
ど
に
服
用
︒
防
風
・
黄
芩
・
大
黄
・
芒
硝
・
麻
黄
・
石
膏
・
白
朮
・
荊
芥
・
連
翹
・
桔
梗
な

ど
︒

︵

︶
乙
字
湯
⁝
オ
ツ
ジ
ト
ウ
︒﹁
痔
疾
︑
脱
肛
痛
楚
︑
或
は
下
血
腸
風
︑
或
は
前
陰
痒
痛
す
る
者
を
治

37

す
﹂︵﹃
処
方
全
集
﹄
前
編
︑
五
〇
頁
︶︒

︵

︶
莞
菁
膏
⁝
ハ
ン
ミ
ョ
ウ
膏

38
︵

︶
医
貫
逍
遥
散
⁝
主
と
し
て
更
年
期
の
不
定
愁
訴
︑
気
鬱
︑
疲
労
︑
頭
痛
︑
眩
暈
な
ど
に
使
用
︒

39

当
帰
・
芍
薬
・
柴
胡
・
朮
・
茯
苓
・
薄
荷
な
ど
︒
香
附
子
・
黄
連
・
陳
皮
を
加
え
る
と
気
分
が

晴
れ
る
と
い
う
︒

︵

︶
本
寿
院
⁝
文
化
四
年
︵
一
八
〇
七
︶
～
明
治
一
八
年
︵
一
八
八
五
︶︒
一
二
代
将
軍
徳
川
家
慶
の

40

側
室
︑
一
三
代
将
軍
徳
川
家
定
の
生
母
︒
家
慶
没
後
︑
本
寿
院
と
な
る
︒
実
名
は
美
津
︑
堅
子
︒

維
新
後
︑
天
璋
院
と
と
も
に
一
橋
邸
に
住
み
︑
明
治
一
八
年
一
橋
邸
で
没
し
た
︒
墓
は
谷
中
墓

地
︒
父
は
幕
臣
の
跡
部
正
賢
︵
ま
た
は
跡
部
正
寧
︶
と
い
う
︒

︵

︶
実
成
院
⁝
文
政
四
年
一
月
一
八
日
︵
一
八
二
一
年
二
月
二
〇
日
︶
～
明
治
三
七
年
︵
一
九
〇
四
︶

41

一
一
月
三
〇
日
︶
は
︑
紀
州
藩
藩
主
徳
川
斉
順
の
側
室
で
江
戸
幕
府
一
四
代
将
軍
徳
川
家
茂
の

生
母
︒
名
前
は
美
佐
︑
操
子
︒
美
喜
︑
於
美
喜
の
方
と
も
︒
慶
応
四
年
段
階
は
和
宮
と
一
緒
に

御
三
卿
の
一
つ
清
水
家
へ
移
っ
て
い
た
︒
明
治
二
年
正
月
に
和
宮
が
京
都
へ
帰
っ
て
か
ら
は
︑

天
璋
院
の
い
る
築
地
一
橋
家
下
屋
敷
七
宝
之
間
に
移
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
︒
最
後
は
紀
州
徳

川
邸
で
没
す
︒
八
四
歳
︒
実
成
院
へ
の
浅
田
宗
伯
の
診
療
は
九
月
晦
日
に
行
わ
れ
て
い
た
︒

︵

︶
本
寿
院
は
八
月
二
日
︑
八
月
二
六
日
︑
十
月
二
日
︑
十
二
月
十
六
日
に
診
察
を
う
け
て
い
る
︒

42
︵

︶
紫
雲
⁝
紫
雲
膏
・
シ
ウ
ン
コ
ウ
︒
肌
を
潤
し
︑
肉
を
平
に
す
︒
瘡
痕
の
色
変
ず
る
者
︑
こ
れ
を

43

貼
り
て
当
に
復
す
︒
香
油
四
十
銭
︑
当
帰
五
銭
︑
紫
根
四
銭
半
ま
た
は
十
銭
︑
黄
蝋
十
銭
︑
家

猪
油
一
銭
︑
右
五
味
﹂︵﹃
処
方
全
集
﹄
前
編
︑
三
〇
四
頁
︒

︵

︶
お
つ
ね
⁝
以
下
︑
殿
が
な
く
︑
字
体
も
変
化
し
︑
達
筆
に
な
っ
て
い
る
︒

44
︵

︶
可
改
出
別
籍
ニ
出
ス
⁝
宗
伯
が
別
籍
︵
書
類
︶
に
診
療
記
録
を
移
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

45
︵

︶
浅
井
清
一
郎
⁝
詳
細
不
明
︒
尾
張
の
浅
井
国
幹
関
係
か
︒

46
︵

︶
猪
苓
湯
⁝
チ
ョ
レ
イ
ト
ウ
︒﹁︵
傷
寒
論
︶
猪
苓
︑
澤
瀉
︑
茯
苓
︑
阿
膠
︑
滑
石
︑
右
五
味
︑
或

47

は
車
前
子
・
大
黄
を
加
へ
︑
尿
血
重
き
者
を
治
し
︑
黄
連
解
毒
湯
を
兼
用
す
︵﹃
処
方
全
集
﹄
前

編
︑
三
一
～
三
二
頁
︶︒

︵

︶
承
気
丸
⁝
ジ
ョ
ウ
キ
ガ
ン
︒﹁︵
東
洞
︶
腹
満
堅
塊
︑
大
便
通
ぜ
ざ
る
者
を
治
す
︒
ま
た
云
ふ
︒

48

大
承
気
湯
の
症
に
し
て
緩
な
る
者
と
︒
大
黄
八
銭
・
硝
石
十
二
銭
︑
右
二
味
﹂︵﹃
処
方
全
集
﹄

前
編
︑
二
五
二
頁
︶︒

︵

︶
赤
坂
御
殿
⁝
紀
伊
藩
中
屋
敷
︒
な
か
に
赤
坂
御
殿
・
青
山
御
殿
・
山
屋
敷
な
ど
が
あ
っ
た
︒
一

49

一
代
紀
伊
藩
主
斉
順
︵
な
り
ゆ
き
︶
の
正
室
豊
姫
︵
一
八
〇
〇
～
四
五
︶
が
著
名
︒

御殿診籍 翻刻

青 木 歳 幸
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資
料
紹
介

永
代
日
記

伊

藤

昭

弘

解
説｢永

代
日
記
﹂
は
︑
天
保
一
五
年
︵
一
八
四
四
︶
か
ら
明
治
六
年
︵
一
八
七
三
︶
ま
で

の
野
中
家
と
佐
賀
藩
・
佐
賀
県
と
の
や
り
と
り
な
ど
を
ま
と
め
た
史
料
で
︑
日
ご
と
に

出
来
事
な
ど
を
記
し
た
い
わ
ゆ
る
﹁
日
記
﹂
で
は
な
い
︒

本
史
料
に
は
︑
幕
末
に
活
躍
し
た
野
中
元
右
衛
門
と
佐
賀
藩
の
関
係
︑
佐
賀
藩
が
す

す
め
た
医
学
の
﹁
西
洋
化
﹂
が
漢
方
薬
で
あ
る
﹁
烏
犀
圓
﹂
に
与
え
た
影
響
︑
廃
藩
後

野
中
家
が
所
有
し
て
い
た
大
量
の
小
銃
に
関
す
る
記
録
な
ど
︑
当
該
期
の
野
中
家
が
︑

佐
賀
と
い
う
地
域
に
お
い
て
如
何
な
る
歴
史
的
役
割
を
果
た
し
た
の
か
︑
う
か
が
え
る

記
事
が
多
い
︒
佐
賀
藩
政
史
︑
商
業
史
︑
医
学
史
︑
幕
末
維
新
史
な
ど
多
様
な
分
野
で

の
利
用
が
で
き
る
︑
貴
重
な
史
料
で
あ
る
︒

凡
例

(１
)

原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
用
い
︑
か
な
は
現
行
の
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
に
改

め
た
︒
た
だ
し
︑﹁
ゟ
︵
よ
り
︶﹂﹁
壱
︵
し
て
︶﹂
な
ど
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
︒

(２
)

史
料
に
は
読
点
﹁
︑﹂
や
並
列
点
﹁
・
﹂
を
つ
け
た
︒
ま
た
︑
敬
意
を
示
す
闕
字
・

平
出
は
省
略
し
た
︒

(３
)

編
集
者
に
よ
る
校
訂
は
丸
括
弧
に
入
れ
︑
傍
注
と
し
た
︒
誤
記
・
意
味
不
明
な

ど
の
場
合
に
は
︑
正
字
を
傍
注
と
す
る
か
︑︵
マ
マ
︶
を
付
し
た
︒
脱
字
は
︵

脱
カ
︶
と
注
記
し
た
︒
疑
念
が
残
る
場
合
に
は
︵
カ
︶
を
加
え
た
︒

(４
)

本
文
以
外
の
部
分
は
上
下
に
カ
ギ
括
弧
を
付
し
︑
そ
の
右
肩
に
︵
表
紙
︶︵
別

紙
︶
な
ど
︑
傍
注
を
付
し
た
︒

(５
)

原
文
に
改
変
が
あ
る
場
合
に
は
︑
基
本
的
に
改
変
後
の
文
字
を
記
し
た
︒
破
損

な
ど
で
解
読
不
能
な
場
合
に
は
︑
字
数
の
判
明
す
る
も
の
は
□
で
︑
判
明
し
な

い
も
の
は
︹

︺
で
示
し
た
︒

翻
刻

︵
表
紙
︶永

代
日
記

并
範
例
物
控

一
天
保
十
五
年
辰
十
二
月
︑
弘
化
と
改
元

一
弘
化
弐
年
巳
二
月
九
日
︑
御
城
御
用
申
来
ル
︑
右
文
面
左
ニ

御
用
之
儀
候
条
︑
明
十
日
五
ツ
時
御
城
可
被
罷
出
候
︑
以
上

永代日記

伊 藤 昭 弘
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二
月
九
日

右
之
通
岡
本
庄
右
衛
門
殿
・
馬
渡
礼
太
夫
殿
・
成
富
勘
左
衛
門
殿
三
人
連
名
ニ
て
被

差
出
候
ニ
付
︑
忰
元
右
衛
門
罷
出
候
処
︑
於
御
料
理
之
間
ニ
御
目
安
方
御
館
入
被
仰

付
候
旨
被
相
達
候
︑
尤
左
ニ
書
載
之
通
四
人
連
也

岡
本
庄
右
衛
門
殿
出
座
ニ
て
被
相
達
候

成
富
有
右
衛
門

忰
寿
兵
衛
出

野
中
久
右
衛
門

忰
元
右
衛
門
出

中
嶋
彦
右
衛
門

水
町
十
助

□
□
井
手
弥
三
郎
・
米
満
新
左
衛
門
も
被
仰
付
候
也

此
時
諸
御
役
々
左
ニ

御
相
談
人

十
間
端

御
目
安
方

鬼
丸

大
木
主
計
殿

岡
本
庄
右
衛
門
殿

右
同

八
幡
小
路

右
同

右
同

池
田
半
九
郎
殿

馬
渡
礼
太
夫
殿

右
同

中
ノ
館

右
同

水
ヶ
江

井
内
伝
右
衛
門
殿

石
井
兵
蔵
殿

大
坂
詰
中

右
同

片
田
江

右
同

本
庄
村

田
中
半
右
衛
門
殿

成
富
勘
左
衛
門
殿

御
目
附

十
間
端

御
印
蔵

東
正
丹
小
路

丹
波
喜
左
衛
門
殿

武
富
弥
内
殿

右
同

松
原

右
同

西
右
同

嬉
野
与
右
衛
門
殿

松
尾
竜
蔵
殿

右
同

北
御
堀
端

郡
目
付

今
宿
裏
小
路

高
木
長
右
衛
門
殿

古
賀
忠
四
郎
殿

銀
方

水
ヶ
江
薄
内

右
同

石
長
寺
小
路

清
水
武
平
次
殿

江
口
武
七
殿

右
同

田
代
西
小
路

右
同

本
庄
野
田

江
副
寛
六
殿

嶋
内
勘
左
衛
門
殿

物
書

鷹
師
小
路

右
同

多
布
施

鶴
子
左
門
殿

馬
郡
長
左
衛
門
殿

同

川
原
小
路

下
目
附

宮
富
猪
左
衛
門
殿

熊
畑
彦
助

同

八
丁
馬
場

右
同

松
本
文
蔵
殿

深
町
文
八

請
役
所

八
幡
小
路

右
同

伊
東
次
兵
衛
殿

村
嶋
庄
蔵

右
同

石
長
寺
小
路

右
同

高
木
権
太
夫
殿

石
丸
栄
左
衛
門

右
同

鷹
師
小
路

右
同

井
手
善
大
夫
殿

横
尾
清
蔵

御
蔵
方

(頭
)

当
人

古
賀

成
松
万
蔵
殿

換
右
三
拾
壱
軒
酒
肴
差
送
ル
︑
但
四
人
連
名
ニ
て

覚

但
御
紋
附
︑
御
目
方
文
字
入

伊 藤 昭 弘
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一
幟
半
五
ツ

竿
共
ニ

右
同
断

一
高
張
桃
灯
五
挺

竿
引
縄
共
ニ

右
之
通
借
物
ニ
壱
相
渡
候
様
御
点
合
被
差
出
可
被
下
候
︑
但
我
々
儀
先
般
御
目
安
方
御

立
入
被
仰
付
︑
居
町
其
外
近
火
之
節
用
自
余
見
合
︑
借
物
ニ
壱
被
差
出
旨
ニ
付
︑
申
乞

儀
ニ
御
座
候
︑
以
上

巳
四
月

井
手
弥
三
郎

中
嶋
彦
右
衛
門

水
町
十
助

野
中
久
右
衛
門

成
富
有
右
衛
門

岡
本
庄
右
衛
門
殿

馬
渡
礼
太
夫
殿

成
富
勘
左
衛
門
殿

清
水
武
平
次
殿

江
副
寛
六
殿

口
達

私
親
久
右
衛
門
儀
病
気
之
末
養
生
不
相
叶
︑
昨
廿
一
日
相
果
申
候
︑
此
段
御
達
申
上
候
︑

以
上

八
月
廿
二
日

野
中
元
右
衛
門

当
な
し

右
之
末
巳
九
月
廿
八
日
馬
郡
礼
太
夫
殿
・
嶋
内
彦
次
郎
殿
・
成
富
勘
左
衛
門
殿
三

人
連
名
ニ
て
御
手
紙
左
之
通

其
方
忌
中
引
入
之
処
︑
御
用
有
之
は
被
差
免
旨
ニ
候
︑
此
段
相
達
候
︑
已
上

九
月
廿
八
日

十
月
朔
日
御
城
御
用
申
来
候
ニ
付
罷
出
候
処
︑
嶋
内
彦
次
郎
殿
出
座
ニ
て
御
料
理
之
間

ニ
て
演
達
左
之
通

其
方
儀
親
久
右
衛
門
跡
御
目
安
方
御
立
入
被
仰
付
候

一
弘
化
五
年
申
十
二
月
嘉
永
ト
改
元

奉
願
口
上
覚

某
儀
蓮
池
町
於
抱
屋
敷
酒
造
被
差
免
置
︑
難
有
仕
合
奉
存
上
候
︑
就
去
秋
以
来
店
小
売

相
止
︑
旅
方
積
出
重
ニ
仕
居
候
︑
然
ル
処
当
年
作
並
不
宜
ニ
付
酒
造
高
相
減
候
ニ
付
︑

旅
出
御
停
止
被
仰
付
奉
畏
候
︑
就
て
は
店
小
売
不
仕
旅
方
積
出
重
ニ
仕
︑
長
崎
其
外
仕

切
銀
過
分
ニ
敷
来
有
之
︑
跡
酒
差
送
候
て
最
前
之
仕
切
銀
請
取
候
様
是
迄
致
来
候
ニ

付
︑
当
春
積
出
候
積
り
を
以
古
酒
弐
百
挺
余
持
囲
罷
在
候
ニ
付
︑
此
節
右
古
酒
弐
百
挺

丈
旅
出
被
差
免
被
下
候
道
ハ
有
御
座
間
敷
哉
奉
願
上
候
︑
御
用
繁
之
御
半
是
等
之
儀
奉

願
上
恐
至
極
奉
存
候
へ
共
︑
宜
被
為
遂
御
吟
味
何
卒
願
之
通
被
差
免
被
下
候
様
︑
御

筋
々
宜
御
相
達
可

(下
欠
カ
)

被
儀
深
重
奉
願
候
︑
以
上

戌
正
月

野
中
元
右
衛
門

別
当
清
次
兵
衛
殿

同

吉
蔵
殿

乍
恐
奉
願
口
上
覚

某
元
え
調
合
被
差
免
置
候
烏
犀
円
・
反
魂
丹
・
地
黄
丸
之
儀
︑
御
医
師
様
方
時
々
御
立

会
御
鑑
定
被
成
下
候
処
ゟ
功
能
自
然
と
相
顕
︑
御
領
中
ハ
不
及
申
御
隣
領
遠
国
ま
て
も

永代日記
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只
様
相
弘
り
︑
繁
栄
仕
難
有
奉
存
候
︑
然
処
先
年
於
医
学
寮
ニ
施
薬
局
鑑
定
之
御
印
御

彫
刻
相
成
︑
其
以
後
奉
願
候
午
黄
清
心
円
其
外
之
儀
は
︑
右
御
彫
刻
之
御
印
奉
乞
請
居

候
え
共
︑
我
々
調
合
之
儀
は
表
包
並
能
書
を
も
以
前
之
形
ニ
て
売
弘
罷
在
候
処
︑
自
余

ニ
不
相
見
合
訳
を
以
先
般
右
能
書
相
改
候
様
可
被
仰
付
之
処
︑
其
通
ニ
て
ハ
買
取
之

向
々
疑
念
も
可
致
哉
ニ
付
︑
矢
張
打
追
之
通
ニ
壱
売
弘
候
様
蒙
御
達
︑
尚
又
難
有
奉
存

候
︑
然
末
今
又
被
仰
達
候
は
︑
打
追
之
能
書
ニ
鑑
定
之
御
印
御
申
請
候
様
無
之
て
不
叶

旨
被
仰
達
奉
畏
候
︑
就
は
今
又
何
角
難
奉
願
奉
恐
入
候
え
共
︑
最
前
申
上
候
通
今
更
能

書
改
候
通
ニ
て
は
買
入
之
向
々
何
と
か
疑
念
を
起
し
︑
自
然
と
咄
口
手
薄
ク
可
相
成
哉

ニ
付
︑
右
等
之
亘
り
奉
案
痛
候
︑
去
迚
ハ
御
達
之
旨
も
御
座
候
処
︑
打
追
之
通
被
成
置

被
下
候
様
ニ
も
難
奉
願
︑
依
之
重
畳
吟
味
合
見
候
処
︑
右
能
書
別
紙
ニ
壱
当
時
御
鑑
定

之
御
方
々
様
御
名
前
御
印
を
も
奉
乞
請
売
弘
候
は
は
︑
調
合
之
時
々
厳
密
ニ
御
見
分
被

成
下
候
訳
相
響
一
際
人
気
も
引
立
︑
且
は
御
手
換
宜
訳
ニ
も
差
当
申
間
敷
哉
と
奉
恐
奉

存
候
︑
其
通
御
聞
済
於
被
下
は
差
免
被
置
候
調
合
之
儀
数
代
相
渡
り
︑
我
々
家
株
相
古

ヒ
居
候
訳
自
然
と
他
邦
へ
も
相
響
︑
冥
加
至
極
御
重
恩
猶
又
難
有
奉
存
候
条
︑
御
支
所

無
御
座
候
は
は
何
卒
願
之
通
被
仰
付
被
下
候
様
︑
此
段
御
筋
々
宜
被
仰
達
可
被
下
儀
深

重
奉
願
候
︑
以
上

亥
六
月
十
九
日

野
中
源
兵
衛

野
口
丈
次
郎

村
岡
大
兵
衛

別
当
清
次
兵
衛
殿

別
当

別
当
兵
右
衛
門
殿

右
之
通
願
出
候
処
︑
元
々
之
通
ニ
て
施
薬
局
鑑
製
之
印
乞
請
ニ
不
相
及
候
段
御
当
役
御

聞
届
︑
御
申
候
段
八
月
十
六
日
町
方
御
役
所
よ
り
三
人
御
呼
出
ニ
て
御
達
相
成
︑
但
此

節
町
方
代
官
高
木
権
太
夫
殿
・
中
野
忠
大
夫
殿
也

乍
恐
奉
願
口
上
覚

某
儀
材
木
町
罷
在
︑
蓮
池
町
於
抱
屋
敷
造
米
百
石
之
酒
帘
被
差
免
置
︑
御
蔭
を
以
渡
世

相
続
仕
難
有
仕
合
奉
存
上
候
︑
就
は
兼
て
店
小
売
不
仕
︑
旅
方
積
出
重
ニ
仕
居
候
処
︑

近
年
ニ
て
は
諸
方
得
意
之
向
段
々
相
弘
り
︑
是
迄
之
造
高
ニ
て
は
何
分
足
合
不
申
︑
得

意
之
向
々
よ
り
追
々

(註
カ
)

訳
文
等
申
来
候
処
相
断
候
通
ニ
て
は
残
念
奉
存
候
条
︑
地
行
帘
高

百
石
之
上
今
又
百
石
被
相
増
︑
都
合
造
米
弐
百
石
之
酒
帘
被
差
免
被
下
度
奉
願
上
候
︑

御
用
繁
之
御
半
難
奉
願
上
恐
至
極
奉
存
候
え
共
︑
何
卒
願
之
通
被
仰
付
被
下
候
様
︑
御

筋
宜
御
相
達
可
被
下
儀
深
重
奉
願
候
︑
以
上

亥
十
月

野
中
元
右
衛
門

別
当
吉
蔵
殿

奉
願
口
上
覚

某
儀
於
蓮
池
町
抱
屋
敷
酒
造
被
差
免
置
候
処
︑
江
副
忠
兵
衛
様
・
江
副
半
八
様
御
両
所

御
知
行
米
弐
百
石
引
請
罷
在
候
間
︑
酒
造
用
為
撫
精
蓮
池
町
よ
り
中
折
水
車
床
へ
川
船

ニ
て
差
遣
度
奉
存
候
条
︑
川
副
御
代
官
所
よ
り
造
札
百
石
ニ
壱
弐
枚
被
仰
請
被
下
度
奉

願
上
候
条
︑
御
筋
宜
御
相
達
可
被
下
様
深
重
奉
願
候
︑
以
上

子
十
月

野
中
元
右
衛
門

丑
九
月
此
通
り

別
当
吉
兵
衛
殿

右
造
札
通
帳
四
ツ
折
帳
ニ
壱
弐
品
拵
差
出
ス

奉
願
口
上
覚
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某
儀
当
年
弐
拾
弐
歳
罷
成
︑
御
与
筋
御
奉
公
仕
来
候
処
︑
去
冬
以
来
胃
病
相
煩
色
々
療

養
相
加
候
え
共
一
円
薬
験
無
御
座
︑
於
近
頃
ニ
猶
又
差
募
昨
今
之
模
様
ニ
て
は
何
分
快

気
不
定
之
躰
医
師
ゟ
も
被
申
聞
候
︑
右
ニ
付
て
は
自
然
不
得
快
気
候
節
ハ
︑
無
妻
ニ
て

実
子
無
御
座
候
付
︑
跡
御
切
米
相
続
之
義
は
追
て
一
類
中
ゟ
血
筋
相
当
之
者
差
立
可
奉

願
候
条
︑
此
段
御
筋
々
宜
御
相
達
可
被
下
儀
深
重
致
御
願
候
︑
尤
一
類
手
形
・
医
師
手

形
相
副
差
出
申
候
︑
以
上

丑
三
月

田
中
惣
兵
衛

馬
場
庄
右
衛
門
殿

谷
山
龍
七
殿

古
賀
庄
助
殿

成
富
寿
兵
衛
殿

覚

我
々
一
類
田
中
惣
兵
衛
当
年
弐
拾
弐
歳
罷
成
︑

自
然
不
得
快
気
候
え
は
︑
跡
御
切
米
相
続
之
義
は
血
筋
相
当
之
者
見
立
︑
追
て
可
奉
願

候
条
︑
御
与
筋
宜
御
相
達
可
被
下
儀
︑
於
我
々
も
本
人
同
様
致
御
願
候
︑
此
段
一
類
ニ

付
如
斯
御
座
候
︑
以
上

丑
三
月

野
中
源
兵
衛

野
中
元
右
衛
門

口
達

折
紙
ニ
壱

我
々
一
類
田
中
惣
兵
衛
義
病
気
之
末
養
生
不
相
叶
︑
昨
十
五
日
相
果
申
候
︑
此
段
御
達

仕
候
︑
以
上

丑
三
月
十
六
日

両
人

奉
願
口
上
覚

我
々
一
類
亡
田
中
惣
兵
衛
儀
実
男
女
子
無
御
座
ニ
付
︑
一
類
中
よ
り
血
筋
相
当
之
者
見

立
︑
追
て
可
奉
願
旨
存
生
中
奉
願
上
置
候
条
︑
跡
御
切
米
之
儀
野
中
元
右
衛
門
二
男
啓

吉
と
申
者
当
年
拾
才
罷
成
候
ニ
付
︑
右
之
者
え
跡
御
切
米
相
続
被
仰
付
被
下
度
奉
願
上

候
︑
尤
右
元
右
衛
門
義
は
亡
惣
兵
衛
た
め
伯
父
ニ
て
︑
啓
吉
儀
ハ
惣
兵
衛
た
め
従
弟
之

縁
柄
御
座
候
︑
惣
て
は
右
啓
吉
義
未
幼
年
ニ
付
後
見
之
人
柄
一
類
中
よ
り
追
て
見
立
奉

願
候
条
︑
御
支
筋
無
御
座
候
は
は
願
之
通
被
仰
付
被
下
度
︑
御
筋
宜
御
相
達
可
被
下
儀

深
重
頼
入
存
候
︑
以
上

丑
十
二
月

野
中
元
右
衛
門

野
中
源
兵
衛

馬
場
庄
右
衛
門
殿

谷
山
龍
七
殿

古
賀
庄
助
殿

成
富
寿
兵
衛
殿

右
願
寅
二
月
十
五
日
相
済
候

口
達

一
正
銀
壱
換
九
百
五
匁
四
分
四
厘

野
中
長
次
郎

右
ハ
多
久
屋
敷
企
講
正
銀
百
弐
拾
換
目
講
寅
十
一
月
四
番
会
横
尾
孫
兵
衛
取
納
ニ

付
︑
小
懸
壱
合
五
杓
分
出
銀
元
り
滞
前

右
之
通
銀
子
滞
有
之
候
ニ
付
相
調
御
達
申
上
候
様
被
仰
達
奉
畏
候
︑
手
帳
其
外
見
調

仕
候
へ
共
書
載
之
廉
見
当
不
申
︑
最
早
年
月
久
敷
相
成
た
る
分
ニ
御
座
候
え
は
其
頃
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之
帳
面
紛
失
仕
候
哉
︑
勿
論
我
等
不
罷
在
以
前
之
儀
ニ
御
座
候
へ
ハ
一
向
尋
様
不
申

儀
ニ
御
座
候
条
︑
宜
被
為
聞
召
被
下
度
此
段
御
達
申
上
候
︑
以
上

嘉
永
七
寅
二
月

野
中
源
兵
衛

丹
波
千
左
衛
門
殿

下
村
文
兵
衛
殿

宮
富
猪
左
衛
門
殿

右
之
通
相
達
候
所
︑
其
後
為
何
義
も
無
之
候

奉
願
口
上
覚

私
儀
当
年
拾
歳
罷
成
︑
幼
少
ニ
付
成
長
迄
之
処
後
見
之
儀
一
類
之
内
よ
り
人
柄
見
立
可

奉
願
置
︑
最
前
如
願
被
仰
付
置
難
有
奉
存
候
︑
依
之
一
類
卯
兵
衛
儀
当
年
五
十
弐
歳
罷

成
候
付
︑
右
之
者
ヘ
成
長
迄
之
処
後
見
被
仰
付
被
下
度
内
証
双
方
申
談
奉
願
候
条
︑
御

支
所
無
御
座
候
は
は
願
之
通
被
仰
付
被
下
候
様
︑
御
筋
宜
御
相
達
被
下
義
深
重
頼
入
存

候

寅
四
月

田
中
啓
吉

幼
少
ニ
付
代
印

野
中
元
右
衛
門

組
代

組
役

当

嘉
永
七
年
寅
閏
七
月
左
之
通
御
用
申
来
候

御
用
之
儀
候
条
︑
明
朝
飯
後
御
懸
硯
方
罷
出
可
申
候
︑
以
上

閏
七
月
廿
七
日

村
岡
強
作

鵜
川
良
左
衛
門

小
柳
忠
左
衛
門

野
中
元
右
衛
門
殿

当
日
罷
出
候
所
︑
御
懸
硯
方
御
立
入
被
仰
付
候
旨
役
内
ニ
て
村
岡
強
作
殿
ゟ
被
相
達

候
︑
但
此
節
人
数
左
ニ

水
町
十
助
・
武
富
丈
右
衛
門
・
野
中
元
右
衛
門
・
永
渕
忠
大
夫
・
森
栄
左
衛
門
換
五

人
也

此
時
諸
御
役
々

御
年
寄

御
年
寄

鍋
嶋
市
佑
殿

鍋
嶋
隼
人
殿

御
年
寄

御
側
頭

牟
田
口
藤
右
衛
門
殿

下
村
七
右
衛
門
殿

御
側
頭

御
側
頭

古
川
一
助
殿

角

十
右
衛
門
殿

御
側
頭

御
側
目
附

原
田
小
四
郎
殿

徳
永
伝
之
助
殿

役
内
御
目
附

御
懸
硯
方

原
口
作
右
衛
門
殿

村
岡
強
作
殿

御
懸
硯
方

御
懸
硯
方

鵜
川
良
右
衛
門
殿

小
柳
忠
左
衛
門
殿

手
明
鑓
目
附

手
明
鑓
目
附

小
野
文
右
衛
門
殿

井
上
善
兵
衛
殿

附
役

附
役

北
原
儀
左
衛
門
殿

江
副
寛
六
殿

同

同
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大
嶋
弥
右
衛
門
殿

真
崎
権
左
衛
門
殿

同

同

古
賀
宗
助
殿

荒
嶋
兵
之
允
殿

同

同

小
林
六
右
衛
門
殿

田
代
十
郎
殿

下
目
附

下
役

早
田
丈
助

松
川
作
次

下
役

同

野
副
嘉
右
衛
門

江
嶋
与
平

同
久
米
又
蔵

換
弐
拾
七
軒

則
日
礼
廻
り
翌
廿
八
日
廿
九
日
迄
五
人
連
名
ニ
壱
酒
肴
差
配
り
候

嘉
永
七
年
寅
二
月
金
家
之
鍔
大
小
分
弐
枚
︑
古
川
与
市
殿
迄
持
出
献
上
申
上
候
処
御
請

被
為
遊
︑
右
之
末
同
四
月
□
青
磁
御
花
生
并
青
貝
之
御
花
台
古
川
与
一
殿
取
次
を
以
拝

領
被
仰
付
候

右
□
青
磁
梅
浮
紋
也
︑
花
台
ハ
黒
ぬ
り
ニ
壱
青
貝
ニ
て
□
人
物
之
埋
込
也

献
上
鍔

刀

但
丸
の
ど
し
ぶ
ち
附

表
模
様

金
ノ
月
ニ
霞

遠
山

芦
ニ
干
網

裏
同

遠
山

芦
ニ
干
網

□
□
金

□
□
金

脇
差

表
模
様

拝
□
身

赤
□
也

ほ
た
る

三
疋

金
露

裏

ほ
た
る

弐
疋

同

換

一
嘉
永
七
寅
九
月
文
助
へ
別
家
被
致
候
︑
芦
町
大
工
十
助
娘
を
相
め
と
り
候
︑
惣
て
掛

勤
被
致
置
候

一
嘉
永
七
寅
安
政
と
改
元

早
津
江
野
中
忠
右
衛
門
当
卯
春
死
去
致
候
付
︑
跡
式
願
左
之
通
︑
但
此
御
切
米
元
源

兵
衛
御
奉
公
仕
候
え
共
︑
二
石
与
ニ
付
右
忠
右
衛
門
へ
呉
遣
候
也

奉
願
口
上
覚

私
儀
当
年
五
拾
三
歳
罷
成
︑
御
組
筋
御
奉
公
仕
難
有
仕
合
奉
存
候
︑
然
所
去
秋
よ
り
反

胃
症
相
煩
色
々
養
生
相
加
候
得
共
一
円
快
方
無
御
座
︑
当
春
以
来
弥
増
病
勢
差
募
︑
其

上
余
症
を
も
差
副
最
早
快
気
不
足
之
躰
相
成
候
段
医
師
よ
り
も
被
申
聞
候
ニ
付
︑
自
然

不
得
快
気
候
節
之
跡
御
切
米
之
儀
実
男
子
無
御
座
候
ニ
付
︑
早
津
江
罷
在
候
半
人
喜
兵

衛
忰
忠
三
郎
と
申
者
当
年
八
歳
罷
成
︑
同
家
内
養
育
罷
在
候
間
︑
右
之
者
へ
跡
御
切
米

不
相
替
相
続
被
仰
付
候
様
奉
願
候
︑
尤
右
喜
兵
衛
儀
ハ
私
実
娘
婿
ニ
て
忠
三
郎
儀
ハ
私

為
実
孫
候
縁
ニ
て
血
筋
相
当
之
者
ニ
御
座
候
条
︑
御
支
所
無
御
座
候
は
は
何
卒
願
之
通

被
仰
付
被
下
候
様
︑
尤
右
忠
三
郎
未
幼
年
之
者
ニ
御
座
候
条
︑
盛
長
仕
候
迄
之
処
早
津

江
罷
在
候
一
類
杢
兵
衛
四
拾
壱
歳
罷
成
︑
兼
て
行
跡
無
疎
者
ニ
御
座
候
条
︑
右
之
者
へ

後
見
被
仰
付
被
下
度
内
証
双
方
申
談
旁
奉
願
候
条
︑
何
卒
願
之
通
被
仰
付
被
下
候
様
御

筋
宜
御
相
達
可
被
下
儀
深
重
頼
入
存
候
︑
尤
一
類
手
形
・
医
師
手
形
相
副
差
出
申
候
︑

以
上

卯
三
月

野
中
忠
右
衛
門

三
好
伊
兵
衛
殿

永
渕
文
左
衛
門
殿
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川
浪
伝
助
殿

内
川
磋
七
殿

右
一
類
手
形
印
形

野
中
源
兵
衛

横
尾
久
蔵

奉
願
口
上
覚

我
忰
亮
助
儀
当
年
十
六
歳
罷
成
候
ニ
付
︑
御
組
筋
差
出
御
奉
公
為
被
仕
度
奉
願
候
条
︑

御
支
所
無
御
座
候
は
は
願
之
通
被
仰
付
被
下
度
︑
尤
右
之
者
幼
少
よ
り
何
方
養
子
等
差

遣
不
申
︑
私
家
内
養
育
仕
置
実
子
ニ
相
違
無
御
座
候
条
︑
願
之
通
相
済
候
様
御
筋
々
宜

御
相
達
可
被
下
儀
深
重
頼
入
存
候
︑
尤
一
類
手
形
相
副
差
出
申
候
︑
以
上

卯
九
月

野
中
元
右
衛
門

北
嶋
六
右
衛
門
殿

蒲
原
新
作
殿

広
木
半
助
殿

江
嶋
儀
平
太
殿

右
我
々
同
組
野
中
元
右
衛
門
よ
り
奉
願
候
条
︑
御
支
所
無
御
座
候
は
は
御
筋
々
宜
被
仰

達
可
被
下
候
︑
断
本
文
ニ
御
座
候
︑
以
上

卯
九
月

江
嶋
儀
平
太

広
木
半
助

蒲
原
新
作

北
嶋
六
右
衛
門

辻

小
左
衛
門
殿

覚

私
一
類
野
中
元
右
衛
門
忰
亮
助
儀
︑

願
之
通
被
仰
付
被
下
度
於
我
々
も
同
様
奉
願
候
︑
尤
亮
助
儀
幼
少
よ
り
何
方
養
子
等
不

差
遣
︑
右
元
右
衛
門
家
内
養
育
罷
在
実
子
其
紛
無
御
座
候
︑
此
段
一
類
ニ
付
如
斯
御
座

候
︑
以
上

卯
九
月

野
中
源
兵
衛

田
中
啓
吉

指
居
願
折
紙
ニ
壱

口
達

白
米
三
百
石
御
売
米
之
内
よ
り
某
引
請
被
仰
付
候
処
︑
地
方
ニ
て
売
捌
出
来
兼
候
ニ

付
︑
旅
出
被
差
免
被
下
候
道
ハ
有
御
座
間
敷
哉
奉
願
上
候
条
︑
何
卒
願
之
通
被
仰
付
被

下
候
様
御
筋
々
宜
御
相
達
可
被
下
義
深
重
奉
願
上
候
︑
以
上

年
月

名
判

坂
部
小
右
衛
門
殿

中
嶋
文
作
殿

中
溝
卯
左
衛
門
殿

松
尾
寛
蔵
殿

大
石
嘉
大
夫
殿

覚

白
米
何
百
石

右
は
安
政
二
年
卯
秋
御
物
成
之
内
取
懸
ニ
壱
相
渡
候
様
御
点
合
被
差
出
可
被
下
候
︑
但

今
般
御
貢
米
引
請
被
仰
付
候
ニ
付
申
候
義
ニ
御
座
候
︑
追
て
納
銀
手
形
を
以
起
方
可
相

整
義
ニ
御
座
候
︑
以
上
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年
月

後
ニ
控
写
ス

名
判

御
附
役
中
殿

銀
方
殿

安
政
三
辰
夏
山
城
様
御
隠
居
相
成
河
内
様
御
代
替
り
相
成
候
処
︑
是
迄
之
御
勝
手
向
過

分
之
入
費
而
已
ニ
て
年
々
御
借
財
相
嵩
候
末
︑
如
何
成
行
候
哉
御
目
安
相
立
兼
候
ニ

付
︑
此
節
格
外
之
御
仕
組
相
成
御
内
輪
御
身
廻
り
よ
り
候
や
万
旦
未
曽
有
之
御
差
縮
ニ

付
︑
当
正
月
ゟ
八
月
迄
之
新
調
達
六
拾
五
匁
替
金
ニ
て
元
利
銀
四
拾
弐
貫
四
百
八
拾
四

匁
七
分
之
処
月
六
朱
之
利
附
ニ
壱
年
否
御
相
談
相
成
︑
且
又
六
か
年
以
前
拾
年
否
ニ
壱

調
達
致
置
候
残
銀
拾
六
貫
目
余
之
処
半
高
ニ
て
打
切
御
相
談
相
成
︑
井
手
善
兵
衛
・
弥

富
元
右
衛
門
同
様
ニ
付
度
々
三
人
御
役
人
対
談
相
断
候
え
共
︑
聞
迄
無
之
ニ
付
無
拠
承

知
致
候
︑
尤
元
換
方
当
人
中
嶋
藤
馬
・
附
役
大
嶋
唯
助
其
外
役
々
出
会
有
之
候
︑
惣
は

未
以
御
明
り
相
見
候
ニ
付
い
つ
れ
御
返
報
ハ
可
有
之
旨
訳
て
相
談
相
成
申
候
︑
付
て
は

御
相
続
目
安
帳
写
取
左
ニ
相
記
置
候

御
物
成

一
米
五
千
八
百
三
拾
九
石
弐
斗
九
升
九
合
八
杓

口
米

一
同
弐
百
六
拾
六
石
弐
斗
三
升
六
合
五
杓

夫
料

一
同
弐
百
弐
拾
弐
石
四
斗
三
升
八
合

増
夫
料

一
同
三
百
三
拾
五
石
九
斗
六
升
八
合
三
杓

石
掛

一
同
弐
百
四
石
三
斗
七
升
五
合
八
杓

換
米
六
千
八
百
六
拾
八
石
三
斗
壱
升
八
合
四
杓

内

献
米
三
千
三
百
九
拾
四
石
五
斗

別
段
引
分
方
返
上

米
七
拾
五
石

換
米
三
千
四
百
六
拾
九
石
五
斗

差
引

残
米
三
千
三
百
九
拾
八
石
八
斗
壱
升
八
合
四
杓

内

御
定
帳

米
六
百
三
拾
弐
石
八
斗
六
升
三
合

御
印
帳

同
六
百
拾
石
壱
斗
四
升

御
書
出

同
弐
拾
石

外
様
渡

同
八
拾
石

別
段
御
合
力

同
四
拾
石

村
方
乞
筈

同
四
拾
五
石

出
夫
料

同
六
拾
石

請
負
竹
木
代
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同
弐
拾
石

平
尾
村
秋
御
加
籾
方

同
三
拾
石

中
野
村
同

同
七
石

御
引
越
方
年
割

同
百
五
拾
石

弥
富

石
州
方
借
起
右
同

同
百
五
拾
石

野
中

換
米
千
八
百
四
拾
五
石
三
合

差
引

残
米
千
五
百
五
拾
三
石
八
斗
三
升
五
合
四
杓

俵
ニ
付
拾
七
匁
替

代
銀
八
拾
八
貫
四
拾
九
匁
五
分
三
り

内

御
懸
硯
方
返
上

銀
拾
六
貫
弐
百
五
拾
匁

右
同同

四
百
七
拾
匁
六
分

右
同同

三
貫
六
百
四
拾
匁

御
定
帳

同
三
拾
八
貫
七
百
七
拾
四
匁
七
分

高
嶋
詰

同
七
貫
八
百
匁

勘
定
所
納
銀

同
三
百
弐
拾
五
匁

講
方同

壱
貫
三
百
匁

古
三
十
か
年
否

同
五
貫
目

当
辰
年
ゟ
年
否

同
拾
弐
貫
四
百
九
拾
九
匁
八
分

戌
年
ゟ
年
割
之
筋
当
暮
ゟ
三
拾
か
年
否
ニ
壱

同
壱
貫
五
百
六
拾
七
匁

換
銀
八
拾
七
貫
六
百
弐
拾
六
匁
五
分

差
引

残
銀
四
百
五
拾
弐
匁
三
厘
也

右
御
仕
組
承
知
致
候
末
︑
十
一
月
廿
一
日
手
紙
到
来
ニ
付
御
屋
敷
罷
出
候
処
︑
中
嶋

藤
馬
殿
・
立
石
宗
左
衛
門
殿
其
外
例
座
ニ
て
成
富
八
助
殿
よ
り
申
達
相
成
候
︑
但
井

手
・
弥
富
・
此
方
三
人
也

小
奉
書
紙
也

新
躬
刀

忠
吉

一

白
銀

拾
枚

以
上

演
達
書
取

杉
原
半
切
也
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野
中
元
右
衛
門

其
方
儀
御
勝
手
方
年
来
精
勤
之
上
︑
今
般
御
仕
組
ニ
付
て
は
別
て
出

精
有
之
神
妙
之
至
被
思
召
候
︑
依
之
目
録
之
通
被
為
拝
領
候

安
政
三
年

辰
十
一
月
廿
一
日

引
請
米
之
筈
控
︑
但
文
面
之
内
紙
継
目
有
之
候
て
は
諸
手
数
手
違
候
ニ
付
一
枚
紙
よ
ろ

し
く

覚

白
米
何
百
石

右
之
通
安
政
三
年
辰
秋
御
物
成
之
内
取
替
ニ
壱
相
渡
候
様
御
点
合
被
差
出
可
被
下

候
︑
但
今
般
御
売
米
引
請
被
仰
付
候
ニ
付
申
上
義
ニ
御
座
候
︑
追
て
納
銀
手
形
を
以

起
方
可
仕
儀
ニ
御
座
候
︑
以
上

月
日

附
役石

井
兵
庫
殿

中
嶋
文
作
殿

銀
方大

石
嘉
大
夫
殿

林
清
左
衛
門
殿

一
安
政
四
年
巳
春
手
代
助
七
別
家
被
致
候
︑
其
節
之
諸
事
書
附
此
内
ニ
有
り

口
達

私
儀
幼
少
ニ
付
後
見
差
出
置
候
一
類
卯
兵
衛
義
︑
病
気
之
末
養
生
不
相
叶
昨
十
七
日
相

果
申
候
︑
此
段
御
達
仕
候
︑
以
上

巳
八
月
十
九
日

田
中
啓
吉

馬
場
甚
兵
衛
殿

谷
山
龍
七
殿

古
賀
金
兵
衛
殿

成
富
寿
兵
衛
殿

奉
願
口
上
覚

私
義
当
年
拾
三
歳
罷
成
御
組
筋
御
奉
公
仕
居
候
処
︑
去
夏
よ
り
疳
症
相
煩
色
々
養
生
手

を
尽
候
え
共
一
円
薬
験
無
御
座
︑
当
春
以
来
病
勢
弥
増
差
募
︑
至
近
頃
候
て
は
不
時
心

気
混
乱
仕
唯
今
之
様
子
ニ
て
は
向
以
相
整
御
奉
公
申
上
候
躰
無
御
座
候
︑
高
難
治
之
症

之
由
医
師
ゟ
も
被
申
聞
候
︑
依
之
乍
残
念
御
与
筋
引
取
︑
跡
御
切
米
之
儀
未
無
妻
ニ
て

実
男
女
子
共
無
御
座
ニ
付
︑
弥
平
左
衛
門
殿
御
与
内
倉
町
左
伝
次
殿
御
与
山
田
治
兵
衛

弟
広
助
と
申
者
当
年
弐
拾
壱
歳
罷
成
候
ニ
付
︑
右
之
者
え
不
相
替
相
続
被
仰
付
被
下
度

奉
願
候
︑
尤
右
治
兵
衛
親
利
左
衛
門
義
は
私
親
亡
惣
兵
衛
為
伯
父
之
縁
有
之
︑
右
広
助

義
は
私
為
実
従
弟
半
之
縁
有
之
候
付
︑
内
証
双
方
申
談
前
断
之
通
奉
願
候
条
︑
御
支
所

無
御
座
候
は
は
何
卒
願
之
通
被
仰
付
被
下
候
様
︑
御
筋
々
宜
御
相
達
可
被
下
義
深
重
頼

入
存
候
︑
尤
別
紙
一
類
手
形
并
医
師
手
形
相
副
差
出
申
候
︑
以
上

巳
十
月

田
中
啓
吉

馬
場
甚
兵
衛
殿

谷
山
龍
七
殿
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古
賀
金
兵
衛
殿

成
富
寿
兵
衛
殿

覚

我
々
一
類
田
中
啓
吉
義
当
年
拾
三
歳
罷
成
︑
御
与
内

右
之
者
へ
不
相
替
相
続
被
仰
付
被
下
度
︑
尤
右
治
兵
衛
儀
は
啓
吉
親
亡
惣
兵
衛
為
実
兄

ニ
て
︑
右
広
助
義
は
啓
吉
為
実
伯
父
之
縁
有
之
候
ニ
付
︑
内
証
双
方
申
談

被
仰
付
被
下
候
様
於
我
々
も
同
様
奉
願
候
︑
此
段
一
類
ニ
付
如
斯

御
座
候
︑
以
上

巳
十
月

野
中
源
兵
衛

野
中
元
右
衛
門

出
入
日
雇
頭
卯
三
□
病
之
末
相
果
候
ニ
付
合
力
︑
但
午
七
月
十
八
日

一
金
壱
両
并
米
壱
俵

呉
遣
ス

換

奉
願
口
上
覚

私
義
当
年
二
十
二
歳
罷
成
御
組
筋
御
奉
公
罷
在
難
有
奉
存
候
︑
然
処
当
熱
以
来
疳
疼
後

痢
痛
相
煩
色
々
養
生
相
加
候
え
共
一
円
薬
験
無
御
座
︑
弥
増
病
勢
差
募
最
早
快
気
不
定

之
躰
罷
成
候
段
医
師
ゟ
も
被
申
聞
候
︑
依
之
自
然
不
得
快
気
候
は
は
跡
御
切
米
之
儀
実

男
女
子
共
無
御
座
候
ニ
付
︑
左
馬
助
様
御
組
内
足
軽
山
田
栄
蔵
弟
善
兵
衛
儀
当
年
三
十

五
歳
罷
成
︑
兼
て
行
跡
無
疎
者
ニ
付
︑
右
之
者
え
不
相
替
相
続
被
仰
付
被
下
度
︑
内
証

双
方
申
談
奉
願
候
︑
惣
て
右
栄
蔵
亡
父
九
兵
衛
儀
は
私
亡
父
久
右
衛
門
実
兄
ニ
て
︑
善

兵
衛
儀
は
私
為
実
従
弟
之
縁
有
之
︑
外
ニ
血
筋
相
応
之
者
無
御
座
ニ
付
右
之
通
奉
願
候

条
︑
御
支
所
無
御
座
候
は
は
何
卒
願
之
通
被
仰
付
被
下
候
様
︑
御
筋
々
宜
御
相
達
可
被

下
儀
深
重
頼
入
存
候
︑
尤
別
紙
一
類
手
形
・
医
師
手
形
相
副
差
出
申
候
︑
以
上

戌
閏
八
月

松
田
啓
吉

糸
山
文
平
殿

宮
崎
半
左
衛
門
殿

荒
木
文
作
殿

高
岸
儀
左
衛
門
殿

我
々
同
組
松
田
啓
吉
ゟ
前
書
之
通
奉
願
候
条
︑
御
支
所
無
御
座
候
は
は
願
之
通
被
仰
付

被
下
度
︑
断
本
文
ニ
御
座
候
︑
以
上

戌
閏
八
月

高
岸
儀
左
衛
門

江
嶋
嘉
右
衛
門
殿

覚

我
々
一
類
松
田
啓
吉
儀
当
年

於
我
々
も
同
様
奉
願
候
︑
此
段
一
類
ニ
付
如
斯
ニ
御
座
候
︑
以
上

戌
閏
八
月

空
閑
右
兵
衛
与
足
軽

野
中
元
右
衛
門

右
同
組野

中
源
兵
衛

一
元
治
元
年
子
八
月
廿
九
日
野
中
源
兵
衛
御
蔵
方
御
用
手
紙
到
来
ニ
付
不
快
之
旨
申
達
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候
末
︑
九
月
朔
日
名
代
と
し
て
亮
助
罷
出
候
処
左
之
通
御
達
相
成
候

一
類
野
中
源
兵
衛
義
御
蔵
方
御
立
入
被
仰
付
候

右
御
達
相
成
候
へ
共
不
快
中
ニ
付
︑
礼
廻
り
不
仕
候

右
之
末
九
月
六
日
養
生
不
相
叶
相
果
候
ニ
付

口
達

御
蔵
方
え

一
類
野
中
源
兵
衛
儀
御
館
入
被
仰
付
置
候
処
︑
病
気
之
末
養
生
不
相
叶
相
果
申
候
ニ

付
︑
此
段
御
達
申
上
候
︑
以
上

九
月

野
中
元
右
衛
門

吉
村
重
四
郎
殿

平
石
宗
右
衛
門
殿

口
達

但
片
田
江
御
屋
敷
え

某
親
源
兵
衛
儀
病
気
之
末
養
生
不
相
叶
当
六
日
相
果
申
候
ニ
付
︑
此
段
御
達
申
上

候
︑
以
上

九
月

野
中
万
太
郎

西
川
六
郎
兵
衛
殿

田
中
譲
助
殿

奉
願
口
上
覚

私
儀
当
年
三
拾
八
才
罷
成
候
処
︑
先
月
頃
よ
り
眩
暈
昏
倒
之
症
烈
敷
相
煩
︑
色
々
養
生

手
を
尽
し
候
得
共
一
向
薬
験
無
御
座
病
勢
弥
増
差
募
︑
最
早
快
気
不
定
之
躰
医
師
ゟ
も

被
申
聞
候
︑
依
之
自
然
不
得
快
気
候
節
は
忰
万
太
郎
当
年
拾
四
才
罷
成
︑
兼
て
行
跡
無

疎
者
ニ
付
︑
私
家
内
養
育
仕
置
候
ニ
付
跡
御
切
米
之
儀
右
之
者
え
不
相
替
相
続
被
仰
付

被
下
度
奉
願
候
条
︑
御
筋
々
宜
御
相
達
可
被
下
儀
深
重
頼
入
存
候
︑
尤
一
類
手
形
・
医

師
手
形
相
副
差
出
申
候
︑
以
上

元
治
元
年

子
九
月

野
中
源
兵
衛

北
嶋
六
右
衛
門
殿

野
中
元
右
衛
門
殿

江
嶋
儀
平
太
殿

川
副
多
蔵
殿

鶴

重
蔵
殿

右
我
々
同
組
野
中
源
兵
衛
ゟ
願
出
候
ニ
付
︑
宜
被
為
遂
御
吟
味
可
被
下
候
︑
断
本
文
ニ

御
座
候
︑
以
上

子
九
月

鶴

重
蔵

川
副
多
蔵

江
嶋
儀
平
太

野
中
元
右
衛
門

北
嶋
六
右
衛
門

空
閑
右
兵
衛
殿

覚

我
々
一
類
野
中
源
兵
衛
儀
当
年
三
拾
八
才
罷
成
候
処
︑
先
月
ゟ
眩
暈
之
症
相
煩
色
々

跡
御
切
米
之
儀
右
之
者
え
不
相
替
相
続
被
仰
付
被
下
度
︑
於
我
々
も
本
人
同
様
奉
願
候

条
︑
御
筋
々
宜
御
相
達
可
被
下
儀
深
重
頼
入
存
候
︑
此
段
一
類
ニ
付
如
斯
ニ
御
座
候
︑

以
上

九
月

野
中
元
右
衛
門

田
中
豊
助

口
達
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我
々
一
類
野
中
源
兵
衛
儀
病
気
之
末
養
生
不
相
叶
昨
六
日
相
果
申
候
︑
此
段
御
達
仕

候
︑
已
上

子
九
月

田
中
豊
助

野
中
元
右
衛
門

正
金
千
両
ツ
ヽ
献
金
申
上
候
︑
尤
西
村
・
成
富
・
此
方
三
人
連
名
ニ
て
伺
出
候
処
︑
都

合
七
人
此
節
左
之
通
御
達
相
成
候

一
正
金
千
両
充

西
村
五
平
次

野
中
元
右
衛
門

成
富
寿
兵
衛

武
富
八
郎
次

水
町
十
助

下
村
辰
右
衛
門

松
永
長
右
衛
門

右
之
者
と
も
近
来
打
続
大
御
臨
時
之
筋
ニ
て
金
高
之
御
入
用
被
為
在
候
由
承
知
仕
︑
書

載
之
通
献
納
仕
度
願
之
趣
被
達
上
聞
︑
願
之
通
被
成
御
請
候
条
︑
此
段
筋
々
可
被
相
達

候
︑
以
上

子
十
一
月

御
蔵
方

右
之
趣
奉
畏
候
︑
以
上

西
村
五
平
次

野
中
元
右
衛
門

成
富
寿
兵
衛

武
富
八
郎
次

水
町
十
助

下
村
辰
右
衛
門

松
永
長
右
衛
門

外
ニ

正
金
五
百
両
吉
田
太
平
町
方
筋
を
以
献
納
伺
出
候
処
御
聞
済
︑
其
筋
ニ
て
達
帳
相
成
候

由
也

右
献
金
之
末
十
一
月
廿
七
日
御
城
御
用
申
来
候
ニ
付
名
代
と
し
て
万
太
郎
罷
出
候
処
︑

御
料
理
之
間
ニ
て
六
人
共
ニ
御
酒
被
為
頂
戴
候
︑
演
達
左
之
通

其
方
共
近
年
大
御
臨
時
筋
ニ
て
金
高
之
御
入
用
被
為
在
候
趣
奉
承
知
︑
正
金
千
両
充

献
納
仕
︑
別
て
神
妙
之
者
候
段
達
上
聞
︑
先
以
御
酒
被
為
頂
戴
候

右
献
上
金
千
両
箱
入
ニ
壱
角
折
ニ
乗
セ
真
ノ
の
し
相
副
︑
十
二
月
十
五
日
差
上
申
候

奉
願
口
上
覚

某
儀
丸
散
座
被
差
免
置
御
蔭
を
以
家
業
相
続
仕
難
有
仕
合
奉
存
上
候
︑
然
処
当
秋
以
来

眩
暈
昏
倒
之
症
相
起
り
色
々
養
生
相
加
候
え
共
一
円
薬
験
無
御
座
︑
弥
増
病
勢
差
募
︑

至
近
頃
候
て
は
余
症
等
差
加
り
何
分
急
快
之
程
相
見
不
申
段
医
師
ゟ
も
被
申
聞
候
︑
就

て
は
右
丸
敷
調
合
方
之
儀
難
勤
御
座
候
ニ
付
︑
右
職
株
忰
万
太
郎
え
引
譲
度
奉
存
候

条
︑
不
相
変
被
仰
付
被
下
度
組
合
連
印
を
以
奉
願
候
条
︑
御
支
所
無
御
座
候
は
は
何
卒

願
之
通
り
被
仰
付
被
下
候
様
︑
御
筋
々
宜
御
相
達
可
被
下
儀
深
重
奉
頼
候
︑
以
上

子
十
一
月

願
主野

中
源
兵
衛

与
合

五
平
次

同

吉
兵
衛

伊 藤 昭 弘

64



同

伊
助

同

勘
七

別
当
与
兵
衛
殿

右
之
末
か
い
達
い
た
し
候

奉
伺
上
口
上
覚

某
儀
旧
冬
正
金
千
両
奉
献
上
候
処
御
請
被
遊
被
下
難
有
仕
合
奉
存
上
候
︑
然
処
長
州
御

追
討
ニ
付
て
は
莫
太
之
御
用
金
被
為
在
候
趣
奉
承
知
候
ニ
付
︑
今
又
正
金
五
百
両
御
献

納
申
上
度
奉
願
上
候
条
︑
御
支
処
無
御
座
候
は
は
御
筋
々
宜
御
相
達
可
被
下
義
深
重
奉

頼
上
候
︑
以
上

丑
二
月

野
中
元
右
衛
門

平
石
宗
左
衛
門
殿

吉
村
重
四
郎
殿

元
治
二
年
丑
四
月
廿
九
日
御
城
御
用
申
来
候
ニ
付
罷
出
候
処
︑
左
之
通
被
相
達
候

先
般
長
州
御
追
討
莫
太
之
御
費
用
被
為
在
候
段
奉
承
知
︑
大
金
献
納
仕
神
妙
之
儀
ニ

付
︑
忰
代
迄
手
明
鑓
格
被
召
成
候

右
之
通
御
年
寄
原
田
小
四
郎
殿
・
大
目
附
納
冨
右
膳
殿
立
会
ニ
て
︑
御
当
役
志

摩
殿
ゟ
演
達

此
節
人
数西

村
五
平
次

武
富
八
郎
次

成
富
寿
兵
衛

野
中
元
右
衛
門

水
町
十
助

弥
富
元
右
衛
門

換

右
之
外
一
代
手
明
鑓
格

下
村
久
兵
衛

松
永
長
右
衛
門

此
人
御
用
達
外
也

田
代
門
左
衛
門

則
日
礼
廻
り
名
札

今
般
御
懇
之
蒙

仰
出
︑
忰
代
迄
手
明
鑓
格
被

野
中
元
右
衛
門

召
成
︑
難
有
奉
存
候
︑
右
為

御
礼
参
上
申
上
候

丑
二
月
紫
檀
書
棚
三
ツ
古
川
与
一
殿
を
以
大
殿
様
献
上
申
上
候
処
︑
御
硯
箱
壱
ツ
御

内
々
拝
領
被
仰
付
候

但
蒲
扇
形
竹
梅
ノ
蒔
絵

丑
五
月

片
田
江
御
屋
敷
ゟ
万
太
郎
え

新
鉄
刀

忠
吉

一
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一
代
御
扶
持
弐
石
七
斗

換
右
は
旧
冬
長
州
御
追
討
御
出
陣
之
砌
正
金
千
両
調
達
別
て
骨
折
尖
御
用
相
勤
︑
且

御
帰
陣
之
為
御
祝
儀
今
般
正
金
弐
百
両
致
献
金
候
段
旁
神
妙
ニ
被
思
召
候
︑
依
之

新
鉄
御
刀
一
︑
扨
又
一
代
御
扶
持
弐
石
七
斗
被
下
候

元
治
二
年
丑
五
月

五
月
廿
日
請
役
所
御
用
申
来
候
ニ
付
忰
亮
助
罷
出
候
処
︑
左
之
通
演
達
を
以

与
迦
ニ
し
て
御
蔵
方
支
配
被
仰
付
候
︑
惣
て
打
追
御
用
達
相
勤
候
様

此
節
長
崎
表
為
療
養
罷
越
候
ニ
付
御
暇
願
書
左
ニ

奉
願
口
上
覚

私
儀
兼
て
肺
病
相
煩
居
候
処
近
来
再
発
之
模
様
有
之
︑
頻
ニ
咳
嗽
差
起
り
候
ニ
付
遄

ク
養
生
相
加
度
︑
幸
イ
長
崎
表
え
蘭
医
渡
来
治
療
仕
居
候
趣
ニ
付
︑
彼
地
罷
越
療
養

仕
度
奉
存
候
ニ
付
︑
日
数
五
十
日
之
御
暇
奉
願
候
条
︑
御
支
所
無
御
座
候
は
は
何
卒

願
之
通
被
仰
付
被
下
度
︑
御
筋
々
宜
御
相
達
可
被
下
儀
深
重
奉
頼
候
︑
以
上

丑
閏
五
月

野
中
元
右
衛
門

加
賀
権
作
殿

覚

但
閏
五
月
廿
四
日
乞
筈
差
出
候
処
︑
同
日
御
切
手
相
渡

候
︑
六
月
廿
六
日
帰
着
︑
廿
七
日
御
切
手
相
納

私
主
従
三
人
往
来
日
数
五
十
日
限
之
旅
出
御
切
手
壱
紙
相
渡
候
様
御
点
合
被
差
出
被

下
候
︑
但
療
養
と
し
て
長
崎
罷
越
度
最
前
御
暇
奉
願
候
処
︑
願
之
通
被
仰
付
候
ニ
付

申
乞
儀
ニ
御
座
候
︑
尤
彼
地
参
着
之
上
聞
番
方
釣
合
︑
罷
帰
り
候
節
は
附
状
を
以
御

切
手
同
様
自
身
年
行
司
方
持
出
相
納
可
申
候
︑
自
然
疎
之
儀
も
御
座
候
は
は
御
法
之

通
可
被
仰
付
候
︑
此
段
筋
々
宜
御
相
達
可
被
下
儀
深
重
奉
頼
候
︑
以
上

丑
閏
五
月

野
中
元
右
衛
門
判

加
賀
権
作
殿

右
私
存
手
明
鑓
格
野
中
元
右
衛
門
被
任
乞
筈
︑
日
数
五
十
日
限
之
御
切
手
被
差
出
候

様
御
点
合
可
被
差
出
候
︑
断
本
文
ニ
御
座
候
︑
以
上

加
賀
権
作
判

坂
部
五
右
衛
門
殿

深
江
助
右
衛
門
殿

右
御
蔵
方
支
配
加
賀
権
作
存
手
明
鑓
格
野
中
元
右
衛
門
被
任
乞
筈
︑
日
数
五
十
日
限

之
御
切
手
可
被
差
出
候
︑
断
本
文
ニ
御
座
候
︑
以
上

深
江
助
右
衛
門
判

坂
部
又
右
衛
門

銀
役
聞
印

鍋
嶋
縫
殿
助
殿

奉
願
口
上
覚

私
儀
当
年
六
才
罷
成
︑
幼
少
ニ
付
一
類
豊
助
え
後
見
被
仰
付
御
組
筋
御
奉
公
罷
在
候

処
︑
志
摩
殿
御
組
内
空
閑
右
兵
衛
殿
元
組
足
軽
野
中
元
右
衛
門
殿
儀
先
般
忰
代
迄
手
明

鑓
格
被
召
成
︑
然
処
私
親
亡
広
助
義
ハ
元
右
衛
門
殿
二
男
ニ
て
私
儀
は
元
右
衛
門
殿
為

孫
之
縁
有
之
︑
外
ニ
血
筋
相
当
之
者
無
御
座
ニ
付
︑
右
跡
御
切
米
之
儀
私
え
相
続
被
仰

付
候
様
其
筋
奉
願
度
御
座
候
︑
就
て
は
私
跡
御
切
米
之
儀
は
是
迄
後
見
罷
在
候
豊
助
え

不
相
替
相
続
被
仰
付
被
下
度
︑
尤
豊
助
親
山
田
栄
蔵
殿
は
私
親
亡
広
助
為
従
弟
ニ
て
︑

私
為
豊
助
義
は
二
従
弟
之
縁
有
之
候
ニ
付
前
断
奉
願
候
条
︑
御
支
所
無
御
座
候
は
は
何
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卒
願
之
通
被
仰
付
被
下
度
︑
御
筋
々
宜
御
相
達
可
被
下
儀
深
重
頼
入
存
候
︑
尤
別
紙
一

類
手
形
相
副
差
出
申
候
︑
以
上

丑
十
二
月

田
中
要
太
郎

幼
少
ニ
付
代
判

藤
瀬
寿
兵
衛

馬
場
万
蔵
殿

成
富
儀
兵
衛
殿

横
尾
卯
右
衛
門
殿

橋
本
新
兵
衛
殿

覚

我
々
一
類
田
中
要
太
郎
儀
当
年
六
才
罷
成
︑
幼
少
ニ
付

手
明
鑓
格
被
召
成

右
跡
御
切
米
之
儀
要
太
郎
え
相
続
被
仰
付

候
様
其
筋
奉
願
度
御
座
候
︑
就
て
は
右
要
太
郎
御
切
米
之
儀
は
是
迄
後
見
罷
在
候
豊
助

親

要
太
郎
為
二
従
弟
之
縁
有
之
候
ニ
付
前
断
奉
願
候
条
︑
何
卒
願

之
通
被
仰
付
被
下
度
我
々
ニ
も
同
様
奉
願
候
︑
此
段
一
類
ニ
付
如
斯
ニ
御
座
候
︑
以
上

丑
十
二
月

野
中
万
太
郎

北
嶋
六
右
衛
門

奉
願
口
上
覚

私
儀
当
年
六
歳
罷
成
︑
幼
少
ニ
付
一
類
新
御

(徒
)

従
歩
小
林
勘
左
衛
門
二
男
清
兵
衛
義
当
年

弐
拾
三
歳
罷
成
候
ニ
付
︑
右
之
者
え
成
長
迄
之
処
後
見
被
仰
付
被
下
度
内
証
双
方
申
談

奉
願
候
条
︑
御
支
所
無
御
座
候
は
は
願
之
通
被
仰
付
被
下
候
様
︑
御
筋
々
宜
御
相
達
可

被
下
儀
深
重
頼
入
存
候
︑
以
上

寅
五
月

野
中
要
太
郎

幼
少
ニ
付
代
判

野
中
万
太
郎

北
嶋
六
右
衛
門
殿

江
嶋
儀
平
太
殿

川
副
多
蔵
殿

鶴

重
蔵
殿

蒲
原
荘
七
殿

右
一
類
願
副
別
紙
也
︑
小
林
勘
左
衛
門
ゟ
其
筋
達
出
候
由
也

折
紙
ニ
壱

口
達

御
鑑
定
被
成
下
私
宅
調
合
被
為
仰
付
置
候
烏
犀
円
之
儀
︑
壱
廻
り
代
銀
九
匁
弐
分
︑
半

廻
り
代
銀
四
匁
六
分
ニ
壱
是
迄
売
方
仕
来
候
処
︑
諸
色
高
直
ニ
相
連
薬
種
を
も
高
価
ニ

相
成
︑
第
一
猪
口
并
能
書
紙
・
上
包
紙
等
過
分
ニ
引
上
︑
打
追
之
直
段
ニ
て
は
何
分
引

合
不
申
候
ニ
付
︑
壱
廻
り
代
銀
拾
匁
・
半
廻
り
代
銀
五
匁
ニ
壱
売
方
仕
度
御
座
候
条
︑

何
卒
宜
被
為
御
聞
置
被
下
度
此
段
御
達
申
上
候
︑
以
上

寅
六
月

野
中
万
太
郎

好
生
館
御
役
所

慶
応
弐
年
寅
十
月
六
日
御
蔵
方
銀
方
ゟ
左
之
通
被
相
達
候

旧
臘
手
明
鑓
格
被
召
成
候
切
米
代
三
石
被
為
頂
戴
旨
ニ
候
条
︑
其
心
得
可
有
之
候

口
達

私
親
元
右
衛
門
義
御
用
ニ
付
外
国
え
罷
越
候
処
︑
彼
地
ニ
て
病
死
仕
候
段
承
知
仕
︑
聞
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忌
昨
五
日
迄
ニ
忌
明
仕
候
︑
尤
当
年
廿
九
歳
罷
成
候
︑
此
段
御
達
仕
候
︑
以
上

折
紙
ニ
壱

口
達

私
親
元
右
衛
門
義
御
用
ニ
付
外
国
罷
越
候
処
︑
彼
地
ニ
て
病
死
仕
候
段
承
知
仕
︑
聞
忌

中
引
入
用
捨
罷
在
候
処
︑
一
昨
五
日
迄
ニ
て
忌
明
仕
候
︑
尤
当
年
廿
九
歳
罷
成
候
︑
此

段
御
達
仕
候
︑
以
上

辰
五
月
七
日

野
中
亮
助

浦

久
平
殿

吉
村
重
四
郎
殿

辰
五
月
御
蔵
方
御
用
ニ
付
罷
出
候
処

其
方
親
元
右
衛
門
代
御
蔵
方
御
館
入
被
仰
付
候
条
︑
可
被
得
其
意
候

右
之
通
坂
部
又
右
衛
門
殿
ゟ
演
達

口
達

私
親
元
右
衛
門
義
御
用
ニ
付
外
国
罷
越
候
処
︑
彼
地
ニ
て
病
死
仕
候
段
承
知
仕
︑
聞
忌

中
引
入
用
捨
罷
在
候
処
︑
一
昨
五
日
迄
ニ
て
忌
明
仕
候
︑
此
段
御
達
仕
候
︑
以
上

辰
五
月
七
日

野
中
亮
助

御
懸
硯
方
御
役
所

辰
九
月
十
二
日
御
懸
硯
方
達
帳
写

野
中
亮
助

親
元
右
衛
門
代
御
館
入
被
仰
付
候
条
︑
可
被
得
其
意
候
︑
以
上

右
之
趣
奉
承
知
候
︑
以
上

野
中
亮
助

乍
恐
奉
願
口
上
覚

某
共
え
調
合
被
差
免
置
候
烏
犀
円
・
清
心
円
・
地
黄
丸
・
反
魂
丹
之
義
︑
御
役
所
ゟ
時
々

御
立
会
御
鑑
定
被
成
下
候
処
ゟ
功
能
自
然
と
相
顕
︑
御
領
中
は
不
及
申
御
隣
領
遠
国
迄

も
只
様
相
弘
繁
栄
仕
難
有
仕
合
奉
存
候
︑
然
処
当
節
御
見
分
之
義
御
取
止
被
仰
達
奉
畏

候
︑
則
看
板
差
迦
候
処
最
早
麁
略
之
調
合
共
ニ
て
は
無
之
哉
と
買
取
之
向
々
致
疑
念
︑

終
ニ
家
株
断
絶
仕
場
合
共
ニ
相
成
候
て
は
誠
以
案
痛
至
極
難
渋
仕
候
条
︑
近
頃
奉
願
候

義
重
畳
恐
多
奉
存
候
え
共
︑
薬
方
之
義
当
時
西
洋
方
ニ
不
被
相
叶
共
ニ
御
座
候
は
は
︑

薬
品
御
取
捨
御
鑑
定
被
成
下
看
板
・
功
能
書
は
打
追
之
通
ニ
壱
売
方
仕
候
様
被
仰
付
被

下
度
奉
願
上
候
条
︑
何
卒
御
憐
民
を
以
願
之
通
被
仰
付
被
下
道
は
被
為
在
御
座
間
敷

哉
︑
於
然
猶
又
御
重
恩
難
有
仕
合
奉
存
上
候
︑
宜
御
吟
味
被
成
下
御
筋
々
御
相
達
可
被

下
義
深
重
奉
願
上
候
︑
以
上

辰
十
月

久
保
庄
兵
衛

野
口
恵
助

村
岡
勝
兵
衛

此

好
生
館
御
役
所

右
之
末
達
書
写

烏
犀
円
・
清
心
円
・
地
黄
丸
・
反
魂
丹

右
書
載
之
丸
散
先
年
来
監
定
被
差
免
置
候
処
︑
当
時
医
術
一
般
西
洋
法
ニ
被
相
改
候
ニ

付
何
分
監
定
難
相
整
︑
被
御
取
止
候
段
相
達
被
置
候
処
︑
薬
方
取
捨
打
追
監
定
被
仰
付

度
其
人
共
ゟ
願
出
相
成
︑
薬
方
遂
吟
味
被
相
改
候
ニ
付
如
願
監
定
被
差
免
候
︑
尤
監
定

印
突
整
相
成
義
候
条
︑
以
来
右
印
形
乞
請
候
様
被
仰
付
儀
ニ
候
︑
以
上

辰
十
一
月
廿
九
日

右
之
趣
奉
畏
候
︑
以
上
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此久
保
庄
兵
衛

野
口
恵
助

村
岡
勝
兵
衛

一
烏
犀
円
薬
方
之
内
︑
水
銀
・
軽
粉
・
白
附
子
一
︑
三
品
御
除
捨
ニ
相
成
候

口
達

御
鑑
定
被
成
下
私
宅
調
合
被
為
仰
付
置
候
烏
犀
円
之
義
︑
壱
廻
り
代
銀
拾
匁
・
半
廻
り

代
銀
五
匁
替
ニ
壱
是
迄
売
方
仕
来
候
処
︑
当
時
長
崎
ニ
て
金
札
を
西
洋
銀
銭
ニ
両
替

仕
︑
其
銀
銭
を
以
舶
来
薬
品
麝
香
其
外
買
請
仕
候
ニ
付
大
高
直
ニ
相
当
り
︑
何
分
打
追

之
直
段
ニ
て
は
引
合
不
申
候
条
︑
壱
廻
り
代
銀
拾
弐
匁
・
半
廻
り
代
銀
六
匁
替
ニ
壱
売

方
仕
度
御
座
候
条
︑
何
卒
宜
被
為
御
聞
置
被
下
度
此
段
御
達
申
上
候
︑
以
上

巳
九
月
二
日

野
中
万
太
郎

医
局
御
役
所

奉
願
口
上
覚

私
亡
父
元
右
衛
門
義
去
ル
午
年
ゟ
出
崎
被
仰
付
︑
白
蝋
其
外
元
換
売
捌
支
配
被
仰
付
置

候
処
︑
滞
崎
中
諸
出
入
ニ
付
て
之
雑
費
且
旅
宿
逗
留
銀
其
外
過
分
之
入
費
ニ
相
揚
︑
右

之
筋
ニ
被
差
当
同
申
冬
正
金
弐
千
両
月
七
朱
之
御
益
付
ニ
壱
拝
借
被
差
出
︑
右
之
御
益

を
以
諸
雑
費
用
御
合
力
ニ
被
仰
付
置
候
ニ
付
︑
長
崎
表
藤
屋
其
外
え
貸
廻
置
候
︑
然
処

去
々
卯
春
外
国
行
被
仰
付
︑
於
彼
地
相
煩
相
果
申
候
︑
就
て
は
右
御
拝
借
之
義
急
速
取

集
御
返
上
不
仕
候
て
は
不
相
叶
義
ニ
付
︑
長
崎
表
差
越
藤
屋
其
外
え
返
金
之
義
厳
敷
手

当
仕
候
え
共
︑
元
右
衛
門
死
後
之
義
ニ
て
兎
角
埒
明
兼
︑
今
以
返
金
之
手
段
相
付
不
申

甚
以
困
窮
罷
在
︑
勿
論
御
用
柄
之
銀
筋
ニ
付
て
は
外
ニ
工
面
を
以
上
納
仕
候
は
て
は
不

相
叶
候
え
共
︑
地
道
取
行
之
筋
諸
屋
敷
方
を
初
混
と
相
塞
り
融
通
相
付
不
申
︑
去
迚
御

拝
借
筋
長
崎
表
捌
方
相
付
候
迄
延
納
可
奉
願
様
無
御
座
︑
甚
以
難
渋
至
極
之
参
掛
ニ
御

座
候
︑
依
之
難
奉
願
重
畳
奉
恐
入
儀
ニ
御
座
候
え
共
︑
当
年
ゟ
利
留
十
五
ヶ
年
割
ニ
壱

御
取
納
被
仰
付
候
義
は
被
為
叶
間
敷
哉
伏
て
奉
歎
願
候
︑
於
然
は
右
藤
屋
其
外
返
金
之

不
拘
有
無
︑
自
分
ゟ
聊
無
相
違
御
返
上
可
申
上
と
御
重
恩
猶
又
難
有
奉
存
候
︑
惣
て
引

当
之
義
は
最
前
沽
券
状
其
侭
差
上
置
申
候
条
︑
今
来
御
用
繁
之
御
半
前
断
奉
願
候
通
り

重
畳
可
被
奉
恐
入
候
へ
共
︑
格
別
之
御
憐
愍
を
以
何
卒
願
之
通
御
許
容
被
仰
付
置
候
へ

は
御
蔭
ニ
家
職
相
続
可
仕
︑
御
高
恩
之
程
難
有
仕
合
奉
存
候
条
︑
此
段
深
重
奉
願
候
︑

以
上

巳
九
月

野
中
亮
助

御
内
庫
御
役
所

口
達

弐
ツ
折
ニ
壱

私
義
御
役
所
御
館
入
被
仰
付
置
難
有
仕
合
奉
存
上
候
︑
然
処
年
割
御
返
上
ニ
壱
御
拝
借

被
為
仰
付
置
候
金
千
七
百
両
之
御
引
当
と
壱
︑
私
抱
屋
敷
蓮
池
町
酒
場
之
沽
券
状
七
紙

差
上
置
候
︑
就
て
は
是
迄
右
抱
屋
敷
ニ
て
手
代
を
以
酒
造
商
売
致
来
候
処
︑
手
代
任
ニ

て
不
行
届
義
勝
ニ
御
座
候
︑
殊
ニ
当
時
諸
色
高
直
ニ
て
雑
費
而
已
過
分
ニ
相
懸
り
︑
何

分
難
所
持
御
座
候
間
売
払
仕
度
奉
存
候
ニ
付
︑
甚
自
侭
之
御
願
重
畳
奉
恐
入
候
え
共
︑

私
住
居
家
屋
敷
沽
券
四
紙
別
紙
書
付
之
通
差
上
置
可
申
候
間
︑
最
前
差
上
置
候
抱
屋
敷

之
沽
券
状
と
御
引
替
被
下
義
は
被
為
叶
間
敷
哉
奉
願
候
︑
何
卒
格
別
之
御
憐
愍
を
以
願

之
通
被
仰
付
候
え
は
︑
御
蔭
ニ
家
職
相
渡
仕
御
重
恩
之
程
難
有
仕
合
奉
存
候
条
︑
此
段

深
重
奉
願
候
︑
以
上

午
八
月

野
中
亮
助

御
内
庫
御
役
所
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明
治
三
年
午
九
月
蓮
池
町
酒
場
家
屋
敷
・
酒
造
道
具
其
外
物
産
局
ゟ
御
買
揚
被
下

候
ニ
付
︑
売
渡
書
左
之
通

覚

一
口
四
間
九
尺
六
寸
︑
裏
五
間
三
尺
︑
入
弐
拾
弐
間
四
尺

一
口
弐
間
九
尺
三
寸
︑
裏
三
間
五
寸
︑
入
弐
拾
壱
間
五
尺
六
寸

一
口
三
間
︑
裏
三
間
︑
入
弐
拾
壱
間
四
尺

一
口
壱
間
七
尺
八
寸
︑
裏
壱
間
七
尺
九
寸
︑
入
弐
拾
壱
間
六
尺

但
入
九
間
弐
尺
五
寸
目
ゟ
裏
横
之
間

一
口
壱
間
弐
尺
弐
寸
︑
裏
壱
間
弐
尺
弐
寸
︑
入
九
間
弐
尺
五
寸

一
口
四
間
八
寸
︑
裏
四
間
三
寸
︑
入
弐
拾
壱
間
六
尺

一
口
四
間
︑
裏
四
間
︑
入
弐
拾
壱
間

換
沽
券
七
紙

右
表
口
廿
壱
間
九
尺
七
寸

裏
弐
拾
弐
間
三
尺
八
寸

入
東
ニ
て
弐
拾
弐
間
四
尺

西
ニ
て
弐
拾
壱
間

但
敷
詰
畳
詰
ニ
壱

一
八
間
八
間
半
瓦
家

一

一
弐
間
半
ニ
五
間
瓦
家

一

一
四
間
拾
間
二
階
蔵

一

一
三
間
半
七
間
二
階
蔵

一

一
弐
間
拾
間
お
ろ
し

一

一
弐
間
半
五
間
二
階
蔵

一

一
弐
間
弐
間
半
小
家

一

但
刎
紙
品
付
添

一
酒
造
道
具
一
式

一
糀
室
一
軒

換右
書
載
之
通
私
抱
屋
敷
其
外
御
買
揚
被
下
候
ニ
付
︑
則
相
納
申
上
候
︑
勿
論
右
家
居
屋

敷
其
外
ニ
付
脇
方
銀
米
等
之
出
入
毛
頭
無
御
座
候
︑
為
其
隣
端
連
印
之
上
町
役
・
咾
点

合
を
取
差
上
置
申
候
︑
為
後
証
一
札
如
件

明
治
三
年
午
九
月

野
中
亮
助

物
産
局
御
役
所

右
某
共
隣
端
亮
助
殿
抱
屋
鋪
其
外
御
買
揚
被
下
候
義
奉
存
候
︑
前
文
之
通
脇
方
何
之
出

入
も
無
御
座
候
︑
以
上

午
九
月

儀
助

小
柳
吉
蔵

右
亮
助
殿
抱
屋
敷
其
外
御
買
上
被
下
候
義
承
届
慥
ニ
奉
存
候
︑
以
上

午
九
月

町
役
治
兵
衛

咾

作
兵
衛

覚

一
蓮
池
町
抱
屋
敷
一
ヶ
所

一
酒
造
道
具
一
式

一
糀
室
一
軒

一
多
布
施
西
分
村
水
車
床
一
ヶ
所

一
米
撫
精
道
具
一
式

換
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右
之
通
代
正
金
二
千
七
百
両
ニ
壱
御
買
揚
被
下
︑
年
割
当
金
千
両
残
千
七
百
両
向
未
年

ゟ
酉
年
迄
毎
年
九
月
限
︑
五
百
六
拾
六
両
六
合
六
杓
六
札
六
才
充
御
下
渡
被
下
御
約
定

ニ
御
座
候
︑
仍
て
為
後
証
一
札
如
件

午
九
月

野
中
亮
助

物
産
局
御
役
所

口
達

当
節
御
買
揚
被
下
候
家
屋
敷
其
外
之
内
水
車
床
売
渡
其
外
手
数
間
ニ
合
兼
候
ニ
付
︑
当

分
御
猶
予
被
仰
付
被
下
度
深
重
奉
願
上
候
︑
以
上

午
九
月

野
中
亮
助

物
産
局
御
役
所

口
達

蓮
池
町
抱
屋
敷
之
義
物
産
局
ゟ
御
買
揚
被
下
候
ニ
付
︑
此
段
御
筋
々
宜
御
相
達
可
被
下

義
深
重
奉
願
上
候
︑
以
上

午
九
月

野
中
亮
助

町
役
治
兵
衛
殿

咾

作
兵
衛
殿

口
達

蓮
池
町
抱
屋
敷
之
義
物
産
掛
御
役
所
ゟ
御
買
揚
相
成
居
候
処
︑
当
節
御
不
用
ニ
相
成
渡

被
下
候
ニ
付
︑
此
段
御
筋
々
宜
御
相
達
可
被
下
深
重
願
上
候
︑
以
上

午
閏
十
月

此

町
役
治
兵
衛
殿

咾

作
兵
衛
殿

口
達

私
亡
父
元
右
衛
門
義
先
年
献
金
申
上
候
処
︑
私
迄
二
代
格
禄
頂
戴
被
仰
付
置
難
有
奉
存

候
︑
然
処
今
般
右
金
御
下
戻
被
下
候
ニ
付
︑
格
禄
之
義
奉
還
仕
義
御
座
候
︑
此
段
御
達

仕
候
︑
以
上

辛
未
十
一
月

野
中
亮
助

伊
万
里
県
庁

口
達

某
儀
永
代
米
拾
八
表
拝
領
被
仰
付
候
功
績
明
細
ニ
御
達
申
上
候
様
被
仰
達
奉
畏
候
︑
依

之
旧
記
取
調
子
見
候
処
︑
去
ル
文
政
八
酉
年
亡
祖
父
源
兵
衛
正
金
六
拾
両
献
金
仕
候

砌
︑
為
御
褒
美
右
之
員
数
被
為
拝
領
打
追
頂
戴
罷
在
候
︑
此
段
御
達
申
上
候
︑
以
上

壬
申
二
月

野
中
万
太
郎

小
銃
改
印
願

野
中
亮
助

一
ス
ペ
ン
セ
ル
銃
六
拾
八
挺

一
レ
ミ
ン
ト
ル
銃
百
拾
壱
挺

一
跡
込
横
セ
ン
同
八
挺

一
先
込
ヱ
ン
ヒ
ー
ル
同
百
七
拾
六
挺

一
短
筒
壱
挺

右
之
通
所
持
罷
在
候
ニ
付
︑
此
段
御
届
申
上
候
︑
以
上

酉
二
月
廿
日

第
八
番
大
区
弐
番
小
区
七
百
四
十
六
番
屋
敷

材
木
町

卒

野
中
亮
助

副
長

永代日記
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福
島
杢
平

白
浜
雅
知

佐
賀
県

(事
欠
)

参

石
井
邦
猷
殿

小
銃
并
弾
薬
所
持
ニ
付
御
届

此
届
書
取
戻

野
中
亮
助

一
弾
薬
拾
壱
万
九
千
七
百
ツ

一
ス
ペ
ン
セ
ル
銃
六
拾
八
挺

一
レ
ミ
ン
ト
ル
銃
百
拾
壱
挺

一
跡
込
横
セ
ン
銃
八
挺

一
先
込
ヱ
ン
ヒ
ー
ル
銃
百
七
十
六
挺

一
短
筒
壱
挺

右
之
通
従
前
売
買
仕
居
候
砌
ゟ
所
持
罷
在
候
処
︑
今
般
御
取
締
御
規
則
被
相
達
候
ニ
付

右
売
買
は
取
止
︑
直
段
合
等
聞
膳
(マ
マ
)
免
許
人
え
近
々
売
払
仕
義
ニ
御
座
候
︑
尤
其
節
ニ
至

て
ハ
当
御
免
許
可
奉
願
候
︑
所
持
品
ニ
付
此
段
御
届
申
上
候
︑
已
上

酉
二
月
八
日

番
号

野
中
亮
助

副
長

福
島
杢
平

白
浜
雅
知

佐
賀
県
参
事

石
井
邦
猷
殿

願
書

正
金
五
拾
円

野
中
亮
助

野
中
万
太
郎

右
は
当
節
学
校
御
建
設
相
成
候
趣
承
知
仕
候
ニ
付
︑
大
海
之
一
滴
ニ
は
候
え
共
奉
献

納
度
奉
願
候
︑
以
上

申

野
中
亮
助

野
中
万
太
郎

県
庁口

達

正
金
百
五
拾
円

右
今
般
御
宮
御
建
立
相
成
候
趣
承
知
仕
候
ニ
付
︑
乍
聊
奉
献
納
候
︑
以
上

酉
二
月

西
村
万
次
郎

成
富
伝
吉

野
中
亮
助

口
達

正
金
三
拾
円

右
は
今
般
御
宮
御
造
営
相
成
候
趣
承
知
仕
候
ニ
付
︑
乍
聊
奉
献
上
候

酉
四
月

西
村
万
次
郎

成
富
伝
吉

野
中
万
太
郎

小
銃
并
弾
薬
御
届

八
大
区
二
小
区
七
百
四
十
六
番

野
中
亮
助

伊 藤 昭 弘
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一
ス
ヘ
ン
セ
ー
ル
銃
弐
拾
九
丁

一
同
馬
上
銃
三
拾
七
丁

一
馬
上
シ
ヤ
ン
フ
ル
銃
弐
丁

一
レ
ミ
ン
ト
ル
銃
九
拾
三
丁

附
物
胴
乱
九
拾
三
ツ

釼
九
拾
ツ

皮
さ
や
八
拾
三
ツ

帯
皮
九
拾
三
ツ

換

一
和
製
レ
ミ
ン
ト
ル
銃
拾
八
丁

一
跡
込
横
せ
ん
銃
八
丁

附
物
胴
乱
八
ツ

帯
皮
八
ツ

釼
八
ツ

紙
ハ
ト
ロ
ン
千
六
百
ツ

一
先
込
ヱ
ン
ヒ
ー
ル
銃
百
七
拾
六
丁

一
和
製
フ
ー
ミ
イ
八
万
八
千
ツ

一
弾
薬
拾
壱
万
四
千
五
百
五
拾
弐
ツ

換右
之
通
所
持
罷
在
候
ニ
付
御
届
仕
候
︑
以
上

第
六
月
廿
四
日

野
中
亮
助

佐
賀
県
参
事

石
井
邦
猷
殿

同
権
参
事

笠

貞
継
殿

御
用
ニ
付
御
届

八
大
区
二
小
区
七
百
四
十
六
番

野
中
亮
助

御
用
之
趣
奉
承
知
候
︑
然
処
咽
喉
病
相
煩
発
熱
平
臥
罷
在
候
条
︑
何
分
外
出
不
相
叶
候

ニ
付
此
段
御
届
仕
候
︑
以
上

此

副
戸
長

名
当

永代日記

伊 藤 昭 弘
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資
料
紹
介

泠
善
樓
更
名
記

井

上

敏

幸

︻
写
真
︼

︻
翻
字
︼

泠
善
樓
更
名
記

余
友
野
允
卿
︒
居

治
下
材
木
街
︒
余
髫
齔
時
︒
従

郷
人
某
︒
始
遊
其
居
︒
當
時
私
謂
︒
街
名
材
木
︒
而
無
有

材
木
︒
主
人
氏

(野
)

埜
︒
而
其
人
孔
都
︒
何
名
實
之
不
相
得
也
︒

因
戯
問
諸
允
卿
︒
允
卿
笑
而
不
答
︒
嗣
後
余
爲
宦
與

游
︒
且
匏
繋
焉
︒
且
蓬
轉
焉
︒
而
中
間
十
數
歳
︒
蓋
索

然
也
︒
逮
自
對
島
皈
︒
稍
與

治
下
諸
舊
訂
盟
︒
而
始
聞

允
卿
之
名
于
詩
與
其
樓
之
稱
泠
然
也
︒
今
茲
夏
杪
︒

余
復
遊
其
居
焉
︒
行
經
市
廛
間
︒
炎
塵
旁
午
︒
奪

井 上 敏 幸
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人
氣
息
︒
而
利
徒
擾
々
︒
有
所
謂
袂
幕
汗
雨
之
態
︒
鬧

熱
可
厭
矣
︒
而
上
主
人
之
丑
也
︒
凉
薫
颯
至
︒
意
態
碓

然
︒
怱
忘
鬧
熱
之
地
在
咫
尺
︒
因
語
允
卿
曰
︒
善
哉
斯

樓
之
稱
乎
名
也
︒
允
卿
笑
曰
︒
𦾔
哉
乎
子
之
論
名
實
也
︒

今
以
泠
然
直
為
無
熱
之
義
︒
此
知
一
未
知
二
也
︒
亦

蓋
覃
思
︒
余
思
之
未
得
︒
沈
吟
流
倚
之
間
︒
偶
有
所
見

曰
︒
樓
之
在
屋
背
︒
所
見
街
屋
︒
亦
皆
背
焉
︒
而
園
圃
也
井
池

也
︒
卉
竹
也
雞
犬
也
居
然
者
︒
田
舎
間
趣
︒
比
諸
屋
前
鬧
熱
之

地
︒
則
頗
覺
冷
凄
也
︒
夫
屋
宇
之
一
向
一
背
︒
而
冷
熱
之
頓
異
者

如
此
︒
况
斯
心
之
向
背
於
道
乎
︒
心
之
向
背
善
悪
之
所
分
︒
善

悪
之
所
分
︒
盛
衰
之
所
由
也
︒
由
是
則
子
之
名
樓
者
︒
豈
有
盛

不
忘
衰
之
意
歟
︒
曰
有
是
哉
︒
子
之
思
之
太
深
︒
余
意
未

始
至
如
此
也
︒
余
於
是
亦
復
憮
然
︒
乍
看
一
小
蝶
随
風
飛
過
︒

蓋
遽
々
然
便
抵
掌
曰
︒
噫
︒

(前
)

□
(言
)

□
(過
)

□
矣
︒
荘
子
有
之
︒
列
子
御

泠善樓更名記

井 上 敏 幸
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風
而
行
︒
泠
然
善
也
︒
豈
是
歟
︒
允
卿
微
囅
︒
因
謂
︒
子
蓋
改
然
為

善
︒
以
使
後
之
為
韡
者
無
復
誤
乎
︒
允
卿
曰
︒
亦
甚
善
︒

於
是
乎
改
樓
名
︒
曰
泠
譱
︒
余
恥
讀
荘
子
之
疎
鹵
︒
而
言
之

不
中
肯
綮
也
︒
遂
留
於
此
︒
據
槁
梧
︒
繙
縹
帙
︒
與
南
華

老
僊
交
臂
︒
相
晤
者
旬
有
五
日
︒
而
後
反
︒
而
余
亦
頗
得
御

風
之
意
︒
既
反
記
其
槩
︒
以
贈
︒
旹
文
政
三
年
之
穐
也
︒

珮
川
草
韡
拝
艸

井 上 敏 幸
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︻
訳
文
︼

泠
善
樓
更
名
記

余
が
友
︑
野や

允い
ん

卿
ぎ
ょ
う

︑
治
下
︵
佐
賀
︶
の
材
木
街ま

ち

に
居
す
︒
余
︑
髫

ち
ょ
う

齓し
ん

︵
幼
年
︶
の
時
︑

郷
人
某
に

な
に
が
し

従
い
︑
始
め
て
其そ

の
居
に
遊
ぶ
︒
当
時
︑
私

ひ
そ
か

に
謂
う
︑
街
名

ま
ち
の
な

材
木
な
り
︑
而し

か

れ
ど
も
材
木
有
る
無
し
︒
主
人
の
氏
︑
野や

な
り
︑
而
れ
ど
も
其そ

の
人

孔
は
な
は
だ

都
み
や
び
や
かな
り
︒

何な
ん
ぞ︑
名め

い

と
實じ

つ

の
相あ

い

得
ざ
る
や
︒
因よ

っ

て
戯

た
わ
む
れに
諸こ

れ
を
允
卿
に
問
う
︒
允
卿
笑

わ
ら
っ

て
答
え
ず
︒

嗣そ
の

後の
ち

︑
余
宦
と
為
り
︑
游
に
與あ

ず

か
り
︑
且か

つ
匏ほ

う

繫け
い

︵
一
ヶ
所
に
繫
が
れ
動
け
な
い
︶
さ

れ
︑
且か

つ
蓬ほ

う

轉て
ん

︵
流
浪
す
る
︶
す
︒
而

し
こ
う

し
て
中
間
の
十
數
歳
︑
蓋

け
だ
し

︑
索さ

く

然ぜ
ん

︵
分
散
し
て

尽
き
る
︶
た
り
︒
對
馬
つ
し
ま

よ
り
皈か

え

り
︑
稍

よ
う
や

く
治
下
の
諸
旧
と
訂
盟
す
る
︵
同
盟
を
結
ぶ
︶

に
逮お
よ

び
て
︑
始
め
て
聞
く
︑
允
卿
は
詩
の
名
な
る
こ
と
と
︑
樓
は
冷
然
と
称
す
る
こ
と

を
︒
今
茲
こ
と
し

の
夏
の
杪す

え

︑
余
︑
復ま

た

其そ

の
居
に
遊
ぶ
︒
行
て
市し

廛て
ん

︵
店
の
あ
る
街
︶
の
間か

ん

を

経
れ
ば
︑
炎え
ん

塵じ
ん

︵
た
ち
の
ぼ
る
ほ
こ
り
︶︑
旁ぼ

う

午ご

︵
入
り
乱
れ
る
︶
し
て
︑
人
の
気き

息そ
く

︵
呼

吸
︶
を
奪
う
︒
而し
か

し
て
︑
利り

徒と

︵
利
を
求
め
る
人
々
︶︑
擾

じ
ょ
う

々
じ
ょ
う

︵
ご
っ
た
が
え
し
て
い

る
︶
た
り
︒
所い
わ

謂ゆ
る

︑
袂け

つ

幕ま
く

汗か
ん

雨う

の
態た

い

︵
群
衆
が
雑
沓
す
る
喩
︶
有
り
︒
閙ど

う

熱ね
つ

︵
混
雑
し

て
さ
わ
が
し
く
う
る
さ
い
︶
厭い
と

う
べ
し
︒
而し

か

し
て
主
人
の
樓
に
上の

ぼ

る
や
︑
凉

り
ょ
う

薫く
ん

颯さ
っ

至ち

︵
涼
や
か
な
風
が
か
す
か
に
至
る
︶
し
︑
意い

態た
い

︵
心
の
あ
り
さ
ま
︶
は
︑
冷れ

い

然ぜ
ん

︵
ひ
や
や

か
︶
と
し
て
︑
忽
た
ち
ま

ち
︑
閙ど

う

熱ね
つ

の
地
の
︑
咫し

尺せ
き

︵
わ
ず
か
の
距
離
︶
に
在
る
を
忘
る
︒
因よ

っ

て
︑
允
卿
に
語
っ
て
曰
く
︑﹁
善よ

き

哉か
な

︑
斯こ

の
樓
の
名
に
稱か

な

う
は
﹂
と
︒
允
卿
︑
笑
っ
て
曰い

わ

く
︑﹁
舊

ふ
る
き

哉
こ
と
か
な︒
子し

の
名
と
實
を
論
ず
る
は
︒
今
︑
冷
然
を
以
っ
て
直
ち
に
熱
無
き
の
義

と
為
す
︒
此こ

れ
一
を
知
っ
て
︑
未い

ま

だ
二
を
知
ら
ざ
る
な
り
︒
亦
た
盍な

ん

ぞ
覃
思
︵
ふ
か
く

考
え
る
︶
せ
ざ
る
﹂
と
︒
余
︑
之こ

れ
を
思
い
て
未
だ
得
ず
︒
沈ち

ん

吟ぎ
ん

流
り
ゅ
う

倚い

の
間か

ん

︵
深
く
考

え
込
ん
で
い
る
間
︶
に
︑
偶た
ま

た
ま
見
る
所
有
り
て
曰い

わ

く
︑﹁
樓
は
︑
之
れ
屋い

え

の
背

う
し
ろ

に
在
り
︒

見
る
所
の
街ま
ち

屋や

︑
亦
皆
背せ

に
す
る
な
り
︒
而し

か

し
て
︑
園え

ん

圃ほ

︵
野
菜
畑
︶
并
び
に
井せ

い

池ち

︵
井

戸
や
池
︶
や
︑
卉き

竹ち
く

︵
草
地
や
竹
林
︶
や
︑
𨿸け

い

犬け
ん

︵
鶏
や
犬
︶
や
︑
居
然
︵
安
ら
か
で

あ
る
︶
と
し
て
︑
田
舎
い
な
か

の
間か

ん

趣し
ゅ

︵
静
か
に
落
ち
着
い
た
さ
ま
︶
あ
り
︒
諸こ

れ
を
︑
屋

い
え
の

前ま
え

の
閙ど

う

熱
の
地
に
比く

ら

ぶ
れ
ば
︑
則

す
な
わ

ち
頗

す
こ
ぶ
る

冷れ
い

凄せ
い

︵
さ
む
い
こ
と
︶
た
る
を
覚
ゆ
る
な
り
︒

夫そ

れ
屋お

く

宇う

︵
建た

て

物も
の

︶
の
一
向こ

う

︵
前
︶
と
一
背は

い

︵
後
︶
に
し
て
︑
冷
熱
の
頓

に
わ
か

に
異

こ
と
な

る
こ
と

此か
く
の

如ご
と

し
︒
况

い
わ
ん

や
︑
心
の
道
に
向む

く
と
背そ

む

く
に
於お

い
て
を
や
︒
心
の
向む

く
と
背そ

む

く
と
は
︑

善
悪
の
分わ
か

か
る
る
所
な
り
︒
善
悪
の
分わ

か

る
る
所
は
︑
盛
衰
の
由よ

る
所
な
り
︒
是こ

れ
に
由

れ
ば
︑
則
す
な
わ

ち
子
の
樓
に
名
づ
く
る
は
︑
豈あ

に

︑﹃
盛
ん
に
し
て
衰

お
と
ろ

う
る
を
忘
れ
ず
﹄
の
意
有

る
か
﹂
と
︒
曰い
わ

く
︑﹁
是こ

れ
有
る
哉や

︒
子
は
之こ

れ
之こ

れ
を
思
う
こ
と
太
深

は
な
は
だ

し
︒
余
が
意
︑

未
だ
始
は
じ
め

よ
り
此
く
の
如
き
に
至
ら
ざ
る
な
り
﹂
と
︒
余
︑
是こ

こ
に
於
て
︑
亦ま

た

復ま
た

憮ぶ

然ぜ
ん

た

り
︒
乍
た
ち
ま
ち︑
一
小
蝶
の
風
に
随
っ
て
飛と

び
過よ

ぎ
る
を
看み

る
︒
蓋

け
だ
し

︑
遽き

ょ

々き
ょ

然ぜ
ん

︵
突
然
︶
と
し

て
︑
便
す
な
わ
ち

掌
た
な
ご
こ
ろを

扺う

ち
て
曰い

わ

く
︑﹁
噫あ

あ

︑
前
言
︑
過あ

や

ま
て
り
︒﹃
荘
子
﹄
に
之こ

れ
有
り
︒﹁
列

子
︑
風
を
御ぎ
ょ

し
て
行
け
ば
︑
冷
然
と
し
て
善よ

し
﹂
と
︒
豈あ

に

是こ

れ
な
る
か
﹂
と
︒
允
卿
︑

微か
す
か
に

囅わ
ら

う
︒
因
り
て
謂
う
︑﹁
子
︑
蓋な

ん

ぞ
然
を
改
め
て
善
と
為
し
︑
以も

っ

て
後
の
韡
︵
珮
川

の
名
︶
と
為な

る
者
を
し
て
︑
復ま

た

誤
あ
や
ま

り
無な

か
ら
使し

め
ざ
る
か
﹂
と
︒
允
卿
曰
く
︑﹁
亦ま

た

甚

は
な
は
だ

善
し
︒﹂
是こ

こ
に
お
い
て
︑
樓
の
名
を
改
め
て
︑
泠
譱
と
曰
う
︒
余
︑
荘
子
を
読
む
こ
と

の
疎そ

鹵ろ

︵
そ
ま
つ
で
間
ぬ
け
︶
に
し
て
︑
言
の
肯こ

う

綮け
い

︵
要
点
︶
に
中あ

た

ら
ざ
る
こ
と
を
恥

づ
︒
遂つ
い

に
此こ

れ
に
留
め
て
︑
槁こ

う

梧ご

︵
ひ
じ
か
け
︶
に
據よ

り
︑
縹

ひ
ょ
う

帙ち
つ

︵
う
す
い
あ
い
い
ろ

の
帙
︑
転
じ
て
書
物
︶
を
繙
ひ
も
と

き
︑
南な

ん

華か

老ろ
う

僊せ
ん

︵
荘
子
︶
と
臂ひ

じ

を
交
え
て
相そ

う

晤ご

す
る
こ
と
︑

旬じ
ゅ
ん

有ゆ
う

五ご

日
︵
十
五
日
︶
に
し
て
後
反か

え

る
︒
而
し
て
余
も
亦ま

た

頗
す
こ
ぶ

る
﹁
風
を
御
す
る
﹂
の

意
を
得う

︒
既す

で

に
し
て
反か

え

り
て
︑
其そ

の
概が

い

を
記
し
て
︑
以も

っ
て
贈
る
︒
時
に
文
政
三
年

︵
一
八
二
〇
︶
の
穐あ
き

な
り
︒

珮
川
草
韡
拝
艸
︵
珮
川
草
韡
拝
し
て
草
す
︶

泠善樓更名記

井 上 敏 幸
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