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馬
の
飼
立
、
仕
込
様 

騎
射
の
事 

平
和
な
世
が
⾧
く
続
い
た
こ
と
か
ら
、
華
美
の
風
も
益
々
盛
ん
で
あ
る
。
華
美
が
盛
ん
に
な

て
、

士
風
は
懦
弱
で
あ
る
。
こ
う
し
て
後
、
武
芸
は
地
に
堕
ち
て
古
の
儀
を
忘
却
し
て
し
ま

た
。
中
で

も
馬
は
武
士
の
足
で
あ
る
。
十
分
に
熟
達
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
昨
今
は
世
の
中
の
華
美
に

流
さ
れ
て
、
馬
の
飼
い
方
も
上
品
に
な

た
の
で
、
第
一
に
馬
が
弱
い
。
も

と
も
乗
る
人
も
そ
の

真
の
技
術
を
身
に
付
け
て
い
る
人
は
少
な
い
。
現
代
も
諸
大
名
の
家
々
に
軍
役
の
規
定
が
あ
り
、

人
々
は
馬
を
保
持
し
て
い
る
は
ず
な
の
だ
が
、
規
定
ど
お
り
に
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
華
美

な
こ
と
に
出
費
を
割
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
く
よ
く
思
案
せ
よ
。
こ
れ
以
下
の
条
で
は
馬
の
天

性
と
昔
の
武
士
が
馬
を
持
ち
易
か

た
理
由
を
記
す
。
先
ず
こ
れ
を
読
ん
で
、
昔
の
こ
と
を
知
れ
。 

〇
馬
は
元
来
山
野
の
獣
で
あ
る
。
野
草
を
食
ら
い
、
水
を
飲
み
、
風
雨
を
受
け
て
生
を
遂
げ
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
常
に
意
識
し
て
、
野
草
で
飼
育
し
た
馬
は
、
姿
形
は
枯
れ
た
よ
う
に
痩
せ
て

い
て
見
苦
し
い
け
れ
ど
も
、
人
を
背
負

て
奔
走
す
る
力
は
、
天
然
に
し
て
馬
本
来
の
も
の
で
あ

る
。
こ
の
と
こ
ろ
を
会
得
し
て
飼
育
す
れ
ば
、
現
代
の
よ
う
に
あ
れ
こ
れ
と
物
を
入
手
す
る
こ
と
も

な
く
し
て
、
人
々
が
馬
を
持
ち
易
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
せ
よ
。 

〇
昔
は
小
禄
で
あ

て
も
武
士
で
さ
え
あ
れ
ば
、
必
ず
馬
を
持

て
い
た
。
も

と
も
持
て
る
理
由

が
あ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
云
う
の
は
、
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
土
着
で
あ

た
か

ら
で
あ
る
。
土
着
で
あ
る
か
ら
、
秣
に
事
欠
く
こ
と
が
な
い
。
時
に
は
糠
、
大
豆
、
麦
、
稗
等
を
与

え
る
に
せ
よ
、
自
ら
の
手
作
物
な
の
で
、
他
所
か
ら
仕
入
れ
る
必
要
も
な
い
。
爪
、
髪
、
四
足
等
も

自
分
で
手
入
れ
す
る
の
で
、
別
当
、
口
取
り
な
ど
と
云

て
別
に
人
を
雇
い
入
れ
る
こ
と
も
な
い
。
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こ
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
小
禄
で
あ

て
も
馬
を
持
て
た
の
で
あ
る
。
今
の
世
で
も
百
姓
を
見
よ
。

わ
ず
か
に
田
畑
の
四

六
反
(
約
四
千

六
千
㎡
)
し
か
持
た
な
い
者
で
も
、
馬
を
容
易
に
持
て
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
土
着
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
昔
の
軍
役
に
、
六
貫
一
匹
と
定
め
た
こ
と
が
あ
る
。

六
貫
は
今
の
知
行
で
約
六
十
石
で
あ
る
。
こ
れ
程
の
小
身
で
あ

て
も
馬
を
必
ず
持

て
い
た
の

で
あ
る
。
今
の
世
で
は
六
百
石
で
あ

て
も
馬
を
持
つ
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
理
由
は
何
度
も
云

た
よ
う
に
、
全
て
の
武
士
た
ち
が
知
行
所
を
離
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
君
の
城
下
に
居
住
し
て
い
る

の
で
、
人
が
集
る
に
従

て
万
事
が
華
美
に
な

た
。
そ
の
華
美
に
慣
れ
て
馬
を
飼
う
こ
と
も
、
古

来
の
意
義
を
ほ
と
ん
ど
失

て
し
ま

た
。
又
、
近
年
に
な

て
馬
役
と
い
う
云
う
者
が
で
き
て
、

代
々
の
家
業
と
し
て
馬
の
事
を
司
る
の
が
世
間
一
般
の
風
習
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
馬
役

と
云
う
者
は
、
あ
く
ま
で
凡
俗
の
匹
夫
な
の
で
、
古
来
の
意
義
な
ど
は
夢
に
も
知
ら
ず
、
た
だ
当
世

流
の
馬
場
乗
り
を
す
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
た
だ
単
に
口
向
、
足
振
を
大
秘

訣
と
心
得
る
だ
け
で
あ
り
、
全
て
に
お
い
て
武
用
の
真
法
を
失

て
い
る
の
で
あ
る
。
又
、
人
の
君

主
た
る
者
、
政
を
執
る
者
等
に
も
俗
人
が
多
い
の
で
、
こ
の
よ
う
な
亜
流
を
改
め
よ
う
と
す
る
意
志

も
な
く
、
馬
の
事
は
そ
の
馬
役
に
一
任
し
て
い
る
の
で
、
自
然
と
馬
役
等
に
権
威
が
付
い
て
、
何
か

よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
そ
の
言
う
と
こ
ろ
を
人
々
が
用
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
武
術
が

衰
微
し
て
武
芸
を
一
部
の
芸
達
者
に
任
せ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
成
り
果
て
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
馬
は
武
備
の
根
本
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
異
国
で
は
千
乗
の
国
、
万
乗
の
国
等
と
云

て
、
車
馬
の
数
に
よ

て
諸
侯
の
大
小
を
定
め
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

又
、
大
司
馬
と
云
う

官
位
も
総
大
将
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
総
大
将
と
云
わ
ず
に
大
司
馬
と
云
う
こ
と
も
、
馬
が
軍
務

の
根
本
を
な
す
の
で
、
兵
馬
を
司
る
役
と
云
う
こ
と
を
強
調
し
て
司
馬
と
云
う
の
で
あ
る
。
昔
の
日

本
で
も
左
右
の
馬
頭
が
あ
り
、
左
右
の
馬
寮
を
司

て
い
た
。
こ
れ
は
大
将
に
次
ぐ
官
位
で
あ

く
ち
む
き 

あ
し
ふ
り 

ま
つ
り
ご
と 

む
ま
の
か
み 

今
の
世
で
幾
万
石
と
云

う
よ
う
な
も
の
で
あ
る

 



て
、
甚
だ
重
い
職
務
で
あ
る
。
と
う
て
い
現
在
の
馬
役
の
よ
う
な
、
凡
卑
に
務
ま
る
役
職
で
は
な
か

た
。
こ
れ
ら
は
皆
、
馬
と
い
う
も
の
を
重
ん
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
大
切
で
あ
る

馬
を
、
凡
俗
で
卑
し
く
見
識
が
狭
い
馬
役
に
の
み
任
せ
て
お
い
た
の
で
は
、
ほ
と
ん
ど
物
の
役
に
立

た
な
い
だ
ろ
う
。
心
あ
る
君
主
や
政
を
執
る
者
は
、
方
法
を
大
昔
の
や
り
方
に
習

て
あ
ら
ゆ
る
工

夫
を
加
え
、
乗
り
方
を
定
め
て
馬
を
調
教
し
て
お
く
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
を
高
位
高
禄
の
者
は
云
う

に
及
ば
ず
、
全
て
の
馬
を
持
つ
者
が
常
識
と
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
先
ず
、
今
の
世
の
馬
に
は

(
昔
の
馬
に
比
べ
て
)
欠
け
て
い
る
点
が
十
六
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
知

て

調
教
す
れ
ば
、
馬
術
も
そ
の
本
質
を
ほ
と
ん
ど
失
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
に
は
普
段
の
責
馬
(

馬

を
乗
り
な
ら
す
こ
と
)
の
法
が
あ
ま
り
に
も
拙
い
。
責
馬
は
毎
日
乗
る
の
が
最
も
良
い
。
四
つ
の
乗

り
様
が
あ
る
。
馬
場
乗
り
、
遠
乗
、
当
て
物
、
乗
廻
し
で
あ
る
。
二
に
は
普
段
か
ら
上
等
な
食
糧
に

慣
れ
て
い
る
の
で
、
た
ま
た
ま
粗
末
な
食
糧
で
飼
育
す
れ
ば
こ
れ
を
食
べ
ず
、
す
ぐ
に
疲
れ
る
よ
う

に
な
る
。
三
に
は
遠
乗
を
仕
込
ん
で
い
な
い
の
で
、
ま
れ
に
遠
乗
を
す
れ
ば
早
く
血
が
下
り
、
あ
る

い
は
息
が
尽
き
、
あ
る
い
は
食
わ
な
く
な

て
役
に
立
た
な
い
。
四
に
は
普
段
は
口
を
取
ら
せ
鐙
を

押
え
さ
せ
て
乗
り
降
り
す
る
の
で
、
独
り
乗
り
を
す
れ
ば
馬
が
動
い
て
乗
り
難
い
。
五
に
は
普
段
風

雨
寒
暑
に
あ
て
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
を
犯
し
て
行
動
さ
せ
れ
ば
、
疲
れ
た
り
病
気
に
な

た
り
す

る
。
六
に
は
普
段
山
坂
で
乗

て
い
な
い
の
で
、
曲
が
り
く
ね

た
山
坂
の
道
に
苦
し
み
、
す
ぐ
疲

労
す
る
。
七
に
は
騎
射
を
教
え
て
い
な
い
の
で
、
た
ま
た
ま
弓
・
鉄
砲
・
太
刀
打
ち
等
を
馬
上
で
実

施
す
れ
ば
、
驚
い
て
駆
け
出
す
。
八
に
は
鳴
物
に
慣
れ
て
い
な
い
た
め
、
音
声
に
驚
き
易
い
。
九
に

は
目
立
つ
物
を
見
習
わ
せ
て
い
な
い
の
で
、
彩
色
や
異
形
に
驚
く
。
十
に
は
水
馬
(

馬
が
泳
ぐ
こ

と
)
や
船
に
熟
達
し
て
い
な
い
。
十
一
に
は
糠
や
大
豆
を
多
く
与
え
て
肥
え
過
ぎ
て
い
る
の
で
、
す

ぐ
に
汗
を
か
き
、
す
ぐ
に
疲
れ
る
。
十
二
に
は
普
段
靴
を
履
か
せ
て
乗
る
の
で
、
た
ま
た
ま
素
足
の

え
ん
じ

う 

あ
ぶ
み 



ま
ま
乗
れ
ば
、
足
裏
を
痛
め
て
奔
走
が
不
自
由
で
あ
る
。
十
三
に
は
普
段
か
ら
同
居
、
同
食
等
を
教

え
て
い
な
い
の
で
、
馬
同
士
が
近
寄
れ
ば
、
咬
み
つ
い
た
り
蹴

た
り
し
て
騒
ぐ
。
十
四
に
は
牝
馬

を
見
慣
れ
て
い
な
い
の
で
、
ま
れ
に
牝
を
見
れ
ば
躍
り
跳
ね
る
。
十
五
に
は
溝
、
堀
切
、
岸
等
を
飛

び
越
え
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
十
六
に
は
馬
甲
の
類
を
見
習
わ
せ
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
物
を

装
着
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
馬
甲
は
軍
用
で
最
も
重
要
な
馬
具
で
あ
る
か
ら
、
決
し
て
忘
却
す
る

こ
と
が
あ

て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
十
六
項
目
は
全
て
、
当
世
の
馬
に
欠
落
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
武
に
任
ず
る
人
で
あ
れ
ば
、
大
小
高
下
を
問
わ
ず
、
常
々
心
掛
け
て
お
く
べ
き
こ
と
ば
か
り

で
あ
る
。 

こ
れ
よ
り
十
六
の
仕
込
み
方
を
記
す
の
で
、
さ
ら
に
考
察
せ
よ
。
又
、
近
年
馬
乗
り
の
家
で
は
軍
馬

の
伝
と
云
う
も
の
が
作
ら
れ
て
、
こ
れ
を
大
秘
訣
と
し
て
、
起
請
(

物
事
を
企
て
、
上
申
し
て
そ

の
実
行
を
上
級
官
司
に
対
し
て
請
う
こ
と
)
に
起
請
を
重
ね
て
相
伝
し
て
い
る
。
甚
だ
し
き
は
公
儀

(

朝
廷
、
幕
府
)
に
達
し
、
広
原
に
幕
な
ど
を
張
り
廻
ら
せ
て
相
伝
す
る
こ
と
も
あ
る
。
い
か
に

世
の
中
に
武
術
が
衰
え
廃
れ
た
と
て
、
こ
れ
程
お
か
し
な
こ
と
が
あ

て
は
な
ら
な
い
。
何
と
も
恥

ず
か
し
い
限
り
で
あ
る
。
少
し
で
も
武
術
に
着
目
し
た
な
ら
ば
、
別
段
に
軍
馬
の
伝
な
ど
と
云
う
こ

と
も
、
無
用
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
古
戦
軍
記
等
を
多
く
見
聞
し
て
、
昔
の
武
士
が

馬
を
自
由
自
在
に
取
り
廻
し
て
い
た
の
を
手
本
と
し
て
、
利
害
得
失
を
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
。
義
経

が
鵯 

越
を
下
ろ
し
、
又
は
渡
邊
に
お
い
て
海
を
泳
が
せ
、
か
つ
又
新
田
義
宗
が
足
利
家
を
追

て
、

坂
東
道
四
十
六
里 

 
 

 
 

 

を
半
時
で
追
い
つ
い
た
所
業
な
ど
は
良
き
師
範
で
あ
る
。
こ
の

心
掛
け
を
基
本
に
し
て
、
各
人
が
好
み
に
合
わ
せ
て
、
物
の
役
に
立
つ
よ
う
に
仕
込
め
ば
よ
い
。
巻

初
か
ら
繰
り
返
し
云

て
き
た
よ
う
に
、
馬
は
武
士
の
足
で
あ
る
か
ら
、
先
ず
何
よ
り
も
考
慮
す
べ

き
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
怠

て
は
な
ら
な
い
。 

大
道
七
里
半

約
三
十
㎞
余
り

 

ひ
よ
ど
り
ご
え 



〇
馬
を
仕
立
て
る
の
に
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。
一
つ
は
牧
場
を
設
け
て
野
子
を
仕
立
て
る
の
で
あ

る
。
も
う
一
つ
は
厩
子
で
あ
る
。
二
法
と
も
に
世
間
一
般
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
、
今
さ

ら
そ
の
説
を
述
べ
る
に
は
及
ば
な
い
。
た
だ
国
の
寒
暖
に
よ

て
、
少
々
手
立
て
に
相
違
が
あ
る
ま

で
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
又
、
一
国
一
郡
を
も
領
す
る
人
は
、
自
国
に
お
い
て
馬
を
仕
立
て
た
い
も

の
で
あ
る
。『
春
秋
左
氏
伝
』
に 

 
 

異
産
に
乗

て
い
る
の
を
謗

て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か

る
で
あ
ろ
う
。
異
産
と
は
、
他
国
の
馬
の
こ
と
で
あ
る
。 

〇
今
日
の
馬
場
乗
り
は
、
昔
の
庭
乗
り
の
遺
法
(

名
残
の
方
法
)
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

古
の
武
士
は
皆
達
者
で
あ
る
こ
と
を
本
分
と
し
て
、
や
た
ら
乗
り
を
第
一
と
し
て
い
た
が
、
饗
応
あ

る
い
は
な
ぐ
さ
み
の
為
な
ど
に
、
貴
人
、
高
位
の
前
に
て
馬
に
乗
る
と
き
、
や
た
ら
乗
り
で
は
そ
の

様
子
が
見
苦
し
く
、
そ
の
質
も
野
卑
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
庭
乗
り
の
方
式
で
乗
る
こ
と
も
武
士
の
嗜

と
す
る
よ
う
に
な

た
の
で
あ
る
。
本
間
孫
四
郎
が
馬
場
殿
の
庭
上
に
龍
馬
を
乗
り
こ
な
し
た
こ

と
な
ど
を
考
え
て
み
よ
。
そ
う
は
云
え
ど
も
、
現
在
の
よ
う
に
一
概
に
馬
場
乗
り
の
み
を
馬
術
と
心

得
て
い
た
の
で
は
な
い
。
や
た
ら
乗
り
を
基
本
と
し
て
、
余
裕
が
あ
れ
ば
儀
式
の
乗
り
方
を
も
学
ん

で
お
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
武
馬
(

武
士
の
馬
術
)
の
順
道
で
あ
る
。 

〇
馬
場
乗
り
も
今
の
世
の
仕
方
は
、
そ
の
一
を
知

て
そ
の
二
を
知
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の

理
由
は
口
向
、
足
振
の
み
を
重
視
し
て
、
当
て
物
(

合
戦
に
お
け
る
乗
馬
)
の
術
は
き
わ
め
て
疎

か
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
馬
場
乗
り
に
お
い
て
は
上
等
な
馬
で
あ

て
も
、
物
に
恐
れ
る
た

め
に
戦
場
で
は
乗
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
平
素
か
ら
当
て
物
を
し
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
そ
の
一
を
知

て
そ
の
二
を
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
思
慮
す
べ
し
。 

〇
馬
は
天
性
と
し
て
驚
き
易
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
敬
」
と
「
馬
」
の
二
文
字
を
合
わ

せ
て
「
驚
」
の
字
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
推
し
て
知
る
べ
し
。
す
で
に
上
述
し
た
よ

僖
公
十

五
年

 

う
ま
や
ご 

そ
し 

た
し
な
み 

つ
つ
し
む 



う
に
、
口
向
、
足
振
が
ど
れ
程
見
事
で
あ

て
も
、
物
に
驚
く
馬
は
、
ほ
と
ん
ど
物
の
役
に
立
た
な

い
。
古
今
馬
の
物
怖
じ
に
よ

て
損
害
を
受
け
た
例
が
多
い
。
注
意
せ
よ
。
こ
れ
以
下
、
馬
の
乗
り

方
に
つ
い
て
十
六
項
目
を
記
す
。
熟
読
し
て
眠
気
を
覚
ま
せ
。 

〇
現
在
で
は
細
く
て
⾧
い
地
面
を
馬
場
と
名
付
け
て
、
馬
に
乗
る
所
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
又
真
の

馬
場
と
云
う
も
の
で
は
な
い
。
真
の
馬
場
は
、
狭
い
も
の
で
も
六

七
町
(
約
六
五
四
・
五

七
六
三
・

六
ｍ
)
四
方
、
大
き
な
も
の
で
は
百
町
(
約
十
一
㎞
)
四
方
に
も
構
成
し
て
馬
の
み
に
限
定
し
な
い
。

人
馬
と
器
械
を
備
え
て
練
兵
す
る
場
所
と
す
る
。
こ
れ
が
真
の
馬
場
で
あ
る
。 

〇
馬
場
乗
り
は
上
述
し
た
よ
う
に
、
庭
乗
り
の
名
残
の
方
法
で
あ

て
、
馬
に
行
儀
を
教
え
る
ま
で

の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
現
代
流
の
馬
場
で
あ

て
も
事
足
り
る
の
で
あ
る
。
先
ず
そ
の
乗
り
様
は
口

向
と
足
振
を
重
視
し
、
馬
に
振
り
を
つ
け
て
行
儀
を
教
え
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
多
く
乗

て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
馬
の
行
儀
を
崩
さ
な
い
た
め
だ
け
に
少
し
ず
つ
乗

て
お
く
の
が
良
い
。 

〇
二
に
は
遠
乗
で
あ
る
。
こ
れ
は
近
く
て
三

四
十
里
、 
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け
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ば
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五
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も
乗
れ
。
こ
の
よ
う
に
大
乗
し
て
も

馬
が
疲
れ
な
い
よ
う
に
な
る
の
が
そ
の
究
極
で
あ
る
。こ
れ
に
は
五
段
の
息
、三
段
の
汗
、又
走
足
、

躍
足
、
千
鳥
足
、
鹿
子
懸
け
等
の
足
色
、
ま
た
息
合
薬
に
も
い
く
つ
か
方
法
が
あ
る
。
精
密
な
こ
と

の
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
、
し
ば
し
ば
乗

て
い
れ
ば
こ
れ
ら
の
事
も
自
然
に
会
得
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
証
拠
に
は
古
代
、
文
字
が
読
め
な
か

た
数
万
の
荒
武
士
で
も
、
如
何
ほ
ど
も
な
く

各
々
右
に
掲
げ
た
数
件
を
ち

ん
と
わ
き
ま
え
て
い
た
で
は
な
い
か
。
た
だ
頻
繁
に
馬
に
乗

て
、

乗
り
な
が
ら
覚
え
て
い

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
秘
訣
は
な
い
。
た
だ
た
だ
乗
れ
ば
よ
い
。 

〇
三
に
は
当
て
物
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
例
の
大
馬
場
に
お
い
て
旌
旗
、
鐘
、
太
鼓
、
甲 

冑
、
弓
、

銃
の
類
は
云
う
に
及
ば
ず
、
抜
き
身
の
刃
物
、
松
明
等
、
そ
れ
ら
以
外
に
も
異
類
、
異
形
の
物
ま
で

大
道
で
五

六
里(
約
二

十

二
四
㎞)

で
あ
る

 

大
道
で
十
六

七
里(

約

六
四

六
八
㎞)

で
あ
る

 

大
道
で
二
十
四

五
里

(

約
九
六

百
㎞)

で
あ
る

 

え
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一
面
に
立
て
並
べ
、
乗
る
人
も
甲
冑
を
着
用
し
、
馬
上
に
お
い
て
弓
や
銃
を
発
し
、
太
刀
打
ち
、
鎗

打
ち
等
を
せ
よ
。
こ
れ
こ
そ
が
馬
の
調
教
で
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
調
教
し
て
お

く
こ
と
は
、
合
戦
の
馬
だ
け
で
は
な
く
、
平
素
の
乗
馬
で
も
右
記
の
よ
う
に
仕
込
ん
で
お
け
。
こ
れ

は
馬
に
乗
る
者
が
慎
ん
で
行
な
う
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
真
の
騎
射
騎
術
と
云
う
の
で
あ
る
。

『
春
秋
左
氏
伝
』
に
も 

 
 

虎
の
造
物
を
陣
前
に
押
出
し
、
敵
の
馬
を
威
し
て
踏
破

た
と
い
う

事
例
が
あ
る
。
慎
む
べ
し
。 

〇
四
に
は
乗
廻
し
で
あ
る
。
こ
れ
は
早
足
に
乗
ら
ず
、
地
道
に
乗

て
三
十
里(

約
一
二
〇
㎞)

、
四
十

里(

約
一
六
〇
㎞)

、
五
十
里(

約
二
〇
〇
㎞)

を
乗
廻
し
、
馬
の
気
力
を
養

て
お
く
こ
と
で
あ
る
。 

〇
五
に
は
強
風
、
雨
、
雪
等
、
又
は
酷
寒
酷
暑
の
時
節
に
終
日
乗
廻
し
て
、
こ
の
よ
う
な
悪
天
候
に

馴
ら
し
て
お
け
。
普
段
は
箱
入
り
に
仕
込
ん
で
お
い
た
馬
を
、
急
に
こ
れ
ら
の
悪
天
候
に
曝
せ
ば
、

た
ち
ま
ち
疲
れ
て
、
病
気
に
な
る
も
の
で
あ
る
。 

〇
六
に
は
山
坂
や
幾
重
に
も
曲
が
り
く
ね

た
山
道
を
乗
廻
し
て
悪
路
に
馴
ら
し
て
お
け
。
必
ず

平
地
だ
け
で
乗
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
せ
よ
。 

〇
七
に
は
騎
射
を
十
分
に
仕
込
ん
で
お
く
こ
と
。
し
か
し
な
が
ら
当
世
流
の
騎
射
で
は
な
い
。
第
三

項
目
で
述
べ
た
よ
う
に
、
馬
上
で
の
荒
技
の
こ
と
で
あ
る
。
当
世
流
の
騎
射
の
こ
と
は
、
こ
の
先
で

詳
し
く
論
じ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。 

〇
八
に
は
貝
、
太
鼓
、
銅
鑼
、
鐘
、
喇
叭
等
、
そ
の
他
種
々
の
鳴
物
を
馬
上
で
打
ち
鳴
ら
し
て
馬
の

耳
を
鍛
え
て
お
け
。
オ
ラ
ン
ダ
流
は
鐘
や
太
鼓
を
馬
に
取
り
付
け
、
馬
上
に
て
打
ち
鳴
ら
す
。
日
本

で
も
昔
、
旗
持
ち
は
皆
馬
上
に
お
い
て
旗
を
持

た
の
で
あ
り
、
今
も
朝
鮮
で
は
馬
上
旗
で
あ
る
。 

〇
九
に
は
甲
冑
は
云
う
に
及
ば
ず
、
旗
、
指
物
、
母
衣
の
類
、
又
は
抜
き
身
の
刃
物
及
び
松
明
等
を

馬
上
に
振
り
立
て
、
馬
の
眼
を
馴
ら
し
て
お
け
。 

僖
公
二

十
八
年
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〇
十
に
は
川
渡
し
、
水
馬
等
を
仕
込
め
。
も

と
も
船
に
載
せ
て
水
上
を
往
復
し
、
あ
る
い
は
船
か

ら
水
中
に
追
い
下
ろ
し
て
、
船
で
引
き
な
が
ら
泳
が
せ
る
こ
と
等
も
教
え
よ
。 

〇
十
一
に
は
中
肉
に
な
る
よ
う
に
飼
育
せ
よ
。
肥
え
過
ぎ
た
馬
は
す
ぐ
に
汗
を
か
き
、
早
く
疲
れ
て

し
ま
う
の
で
、
遠
乗
り
す
る
の
に
不
利
で
あ
る
。
絶
対
に
肉
を
多
く
つ
け
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

〇
十
二
に
は
平
素
か
ら
徒
足
に
て
乗
る
よ
う
に
せ
よ
。
沓
を
履
か
せ
て
乗
る
の
を
習
慣
と
し
て
は

な
ら
な
い
。
松
前
は
藁
が
無
い
土
地
な
の
で
、
馬
に
沓
を
履
か
せ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の
地
は
酷
寒

で
石
地
で
あ
る
が
、
足
裏
を
痛
め
る
馬
は
な
い
。
こ
れ
は
石
に
な
れ
て
足
裏
が
堅
硬
に
な

た
か
ら

で
あ
る
。
平
素
岩
石
山
で
働
く
人
の
足
裏
が
土
踏
ま
ず
ま
で
皮
が
厚
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

  

〇
十
三
に
は
平
素
か
ら
同
居
同
食
を
仕
込
ん
で
お
く
こ
と
。
昨
今
の
馬
は
こ
れ
に
慣
ら
さ
れ
て
い

な
い
の
で
、
馬
同
士
が
近
寄
れ
ば
咬
み
つ
い
た
り
蹴

た
り
し
て
騒
ぎ
、
大
い
に
不
自
由
な
こ
と
に

な
る
。
上
記
の
よ
う
に
仕
込
ん
で
お
け
ば
、
軍
中
等
に
お
い
て
は
五
匹
も
十
匹
も
一
つ
の
厩
に
追
い

込
ん
で
お
く
こ
と
が
で
き
、
便
利
で
あ
る
。 

〇
十
四
に
は
牝
馬
を
見
馴
れ
て
、
牝
に
近
づ
け
て
も
飛
び
跳
ね
な
い
よ
う
に
仕
込
ん
で
お
け
。
今
ど

き
の
馬
は
、
ほ
と
ん
ど
牝
を
見
馴
れ
て
い
な
い
の
で
、
ま
れ
に
牝
を
見
れ
ば
飛
び
跳
ね
る
。
甚
だ
困

た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
大
昔
に
は
日
本
で
も
支
那
で
も
牝
を
乗
馬
に
用
い
て
い
た
事
が
諸
書
に

見
ら
れ
る
。
今
も
相
馬
家
の
武
士
は
牝
に
乗
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
古
風
の
名
残
で
あ
る
。 

〇
十
五
に
は
溝
、
堀
、
切
岸
等
を
飛
び
越
え
る
こ
と
を
教
え
て
お
け
。
こ
れ
ら
を
平
素
か
ら
教
え
て

お
か
ず
に
、
事
に
臨
ん
で
急
に
飛
ぶ
こ
と
な
ど
は
、
絶
対
に
で
き
な
い
こ
と
だ
と
知
れ
。
オ
ラ
ン
ダ

流
乗
馬
の
形
で
は
、
堀
を
飛
び
、
土
居
を
超
え
、
又
は
馬
に
立

て
歩
か
せ
る
こ
と
な
ど
を
仕
込
ん

強
い
て
足
裏
を
痛
め
た
な
ら
ば
、
金
履
の
伝
が
あ
る
。
そ
の
方
法
を
頭
注
に
記
す
。 

〔
頭
注
〕
五
陪
子
十
匁
(
三
〇
・
七
五
ｇ
)、
鉄
屑
十
五
匁
(
五
六
・
二
五
ｇ
)、
胡
粉
(
鉛
の
焙
り
か
す
)
六
匁
(
二

二
・
五
ｇ
)、
山
薬
七
匁
(
二
六
・
二
五
ｇ
)、
こ
れ
ら
四
つ
を
細
か
い
粉
末
に
し
て
、
鉄
漿
に
よ
り
膏
薬
の
よ
う
に

煉
り
合
わ
せ
て
、
蹄
裏
に
貼
る
。
明
日
に
乗
る
の
で
あ
れ
ば
、
今
宵
に
張

て
沓
を
履
か
せ
て
お
く
の
で
あ
る
。 

 

く
つ 

な 
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な
は 



で
お
く
の
で
あ
る
。
精
緻
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
こ
れ
ら
も
又
、
仕
込
ん
で
お
い
て
損
は
な
い
。 

〇
十
六
に
は
時
々
馬
甲
を
着
せ
て
、
遠
乗
り
を
せ
よ
。
こ
れ
又
平
素
か
ら
実
施
し
て
見
習
わ
せ
な
け

れ
ば
、
着
せ
た
馬
も
驚
き
、
傍
ら
の
馬
も
驚
く
も
の
で
あ
る
。
何
よ
り
も
馬
甲
は
軍
用
の
馬
具
で
最

も
重
要
で
あ
る
か
ら
、
武
備
に
係
わ
る
者
は
心
掛
け
て
製
作
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

右
の
十
六
条
は
馬
の
調
教
で
も
特
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
断
じ
て
私
の
杜
撰
な
無
駄
言
で

は
な
い
。
武
を
以
て
任
ず
る
人
は
怠
る
こ
と
が
あ

て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
以
下
、
馬
に
つ
い

て
二
三
の
こ
と
を
記
す
。
さ
ら
に
工
夫
を
加
え
て
仕
込
む
よ
う
に
せ
よ
。 

〇
今
の
世
で
は
馬
を
い
た
わ
る
こ
と
を
第
一
と
し
て
、
二
日
や
三
日
の
間
隔
で
少
し
ず
つ
馬
場
乗

り
を
行
な

て
い
る
の
で
、
馬
は
気
ま
ま
で
あ

て
手
な
ず
け
る
の
が
難
し
い
。
上
述
し
た
よ
う
に

四
つ
の
乗
り
方
を
確
立
し
、
毎
日
乗
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
馬
の
気
質
も
和
ら
い
で
乗
り
易
い
。
古
い

老
人
が
語
る
こ
と
に
は
、
馬
は
飼
い
殺
せ
、
乗
り
殺
せ
。
子
弟
は
教
え
殺
せ
、
叱
り
殺
せ
、
と
云
う

こ
と
で
あ
る
。
卑
俗
な
諺
で
は
あ
る
が
、
道
理
に
適

て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。 

〇
日
本
と
支
那
で
は
古
今
を
通
じ
て
相
馬
の
説
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
色
々
難
し
い
こ
と
を
論
じ

て
い
る
。
先
ず
は
五
性
十
毛
、
相 

性
、
不  

性
の
説
、
又
は
旋
毛
、
歯
牙
等
の
評
論
に
様
々
あ
る

が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
は
過
度
に
学
術
化
し
た
も
の
で
あ

て
、
さ
ほ
ど
軍
用
の
馬
に
関
わ
る
こ
と
で

は
な
い
の
で
、
高
貴
の
人
は
物
好
き
が
興
味
を
持
て
ば
よ
い
。
平
士
(

身
分
が
さ
ほ
ど
高
く
な
い

武
士
)
の
馬
は
、
あ
え
て
吟
味
す
る
に
及
ば
な
い
こ
と
を
知
れ
。
た
だ
脚
や
爪
の
強
靭
さ
を
貴
ぶ
だ

け
で
十
分
な
の
で
あ
る
。 

〇
大
昔
の
戦
場
で
、
あ
る
い
は
敵
を
駆
け
破
り
、
又
は
川
を
渡
す
時
な
ど
は
、
強
い
馬
を
前
に
立
て

た
と
云
う
の
も
、
あ
る
い
は
不
悍
の
馬
(

勇
猛
で
は
な
い
馬
)、
又
は
牝
馬
等
が
多
か

た
か
ら

で
あ
る
と
理
解
せ
よ
。 

う
ま
か
ぶ
と 
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き
き
う
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け
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み 
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〇
今
の
世
で
は
肥
え
て
ふ
く
れ
、
毛
の
艶
が
良
い
美
馬
で
な
け
れ
ば
、
武
士
は
乗
ら
な
い
も
の
だ
と

思
う
の
は
、
も

て
の
外
の
間
違
い
で
あ
る
。
巻
初
に
も
云

た
よ
う
に
、
手
飼
の
荒
馬
に
乗

た

と
こ
ろ
で
、
少
し
も
用
件
が
欠
け
る
こ
と
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
外
見
を
恥
ず
か
し
く
思
う
よ
う

な
態
度
も
あ

て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
昔
、
源
頼
朝
の
池
月
、
磨
墨
、
義
経
の
太
夫
黒
、
北
条
高
時

の
白
浪
な
ど
と
こ
と
ご
と
し
く
評
判
で
あ

た
の
も
、
傍
ら
の
毛
艶
が
悪
く
て
痩
形
の
馬
と
比
べ

て
見
た
の
で
、
名
馬
と
称
さ
れ
た
こ
と
も
ひ
と
き
わ
強
調
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

〇
優
れ
た
馬
に
三
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、『
武
備
志
』
に
書
か
れ
て
い
る
。
よ
く
高
峻
(

高
く

て
険
し
い
山
道
)
を
登
り
降
り
す
る
の
が
あ
る
。
よ
く
敵
陣
を
踏
み
破
る
の
が
あ
る
。
遠
路
で
疲
れ

な
い
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
優
れ
て
い
る
か
よ
く
試
し
て
お
き
、
そ
れ
ぞ
れ
に
用
い
る
の
で
あ
る
。 

〇
水
を
泳
ぐ
に
も
、
馬
に
よ

て
上
手
と
下
手
が
あ
る
。
よ
く
試
し
て
か
ら
用
い
る
よ
う
に
せ
よ
。 

〇
世
の
風
潮
が
奢
る
に
つ
れ
て
、
人
々
は
三

四
歳
の
若
馬
を
好
む
よ
う
で
あ
る
が
、
若
馬
は
軍
用

に
は
役
に
立
た
な
い
。
武
士
の
馬
は
六
歳
以
上
と
す
る
の
が
良
い
。
五
調
※
は
筋
骨
が
強
く
、
精
神

も
安
定
し
て
お
り
、軍
用
に
堪
え
ら
れ
る
。武
を
嗜
む
人
は
、絶
対
に
若
馬
に
乗

て
は
な
ら
な
い
。 

※
五
調

五

六
歳
か
ら
十
五

六
歳
ま
で
の
馬 

〇
熊
澤
了
戒
が
説
く
と
こ
ろ
で
は
、
武
士
の
馬
は
口
が
強
い
の
が
良
い
。
平
素
は
強
口
を
意
識
せ
ず

に
乗
廻
し
、
川
を
渡
す
時
な
ど
は
、
得
意
の
強
口
に
引
掛
け
さ
せ
て
渡
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
一
手
際

良
く
渡
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
武
士
と
は
馬
を
上
手
に
乗
る
の
で
な
け
れ
ば
叶
わ
な

い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
私
が
思
う
に
、
こ
の
説
は
甚
だ
良
い
。
そ
う
は
云
え
ど
も
、
上
手
は
少
な

く
、
下
手
は
多
い
と
い
う
の
が
事
実
で
あ
る
か
ら
、
自
分
の
武
芸
の
程
度
も
考
慮
せ
ず
し
て
一
筋
に

強
口
の
馬
が
良
い
と
思
い
込
む
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
又
あ
る
人
が
説
く
に
は
、
戦
場
で
乗
る
馬

は
、
少
し
ば
か
り
不
悍
で
あ
る
の
が
良
い
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
勇
猛
果
敢
で
あ

て
、
進
み
過
ぎ

つ
や 

す
る
す
み 

こ
く 

や
せ
が
た 

た
か
み 

お
ご 

く
ま
ざ
わ
り

う
か
い 

ふ
か
ん 



る
の
を
引
き
止
め
、
引
き
止
め
な
が
ら
乗

て
行
く
の
は
、
そ
の
様
子
が
見
苦
し
く
て
、
か
つ
勢
い

が
抜
け
て
し
ま
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
不
悍
で
走
る
の
が
遅
い
馬
に
諸
鐙
を
入
れ
て
誘
い

立
て
、
又
は
鞭
な
ど
を
加
え
て
進
み
行
く
の
は
見
栄
え
し
て
、
か
つ
勢
い
が
あ
る
も
の
で
あ
る
と
、

古
い
老
人
が
語

た
の
を
聞
き
覚
え
た
の
だ
と
も
い

た
。
そ
う
あ
る
の
が
理
想
的
で
は
あ
る
。
そ

れ
で
も
上
手
に
し
て
強
馬
を
自
由
自
在
に
乗
り
こ
な
せ
れ
ば
さ
ら
に
良
い
。
こ
の
二
つ
は
人
々
が

自
分
の
武
芸
の
実
力
に
応
じ
て
、
好
き
な
よ
う
に
用
う
れ
ば
よ
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
足
の
代
り
に

す
る
馬
で
あ
る
か
ら
に
は
、
丈
夫
で
あ
る
こ
と
を
心
掛
け
る
べ
き
で
あ
る
。 

〇
古
来
、
乗
尻
の
達
者
と
云
う
の
は
、
手
綱
に
頼
ら
ず
、
鞍
に
よ

て
押
廻
し
て
馬
を
自
由
自
在
に

乗
り
こ
な
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ゆ
え
に
乗
尻
と
云
う
の
で
あ
る
。
今
は
手
綱
の
釣
合
を
第
一
に
し

て
乗
る
の
で
、
こ
う
し
た
乗
手
を
上
手
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
私
の
臆
断
(

根
拠
も

無
く
推
し
量

て
判
断
す
る
こ
と
)
で
は
あ
る
が
。 

〇
昔
の
武
士
は
馬
を
取
扱
う
の
に
、
別
に
口
取
と
云
う
者
も
お
ら
ず
、
自
分
で
取
扱

て
今
の
世
の

馬
子
等
が
馬
を
自
由
自
在
に
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
し
て
、
あ
る
い
は
乗
り
、
あ
る
い
は
牽
き
、
そ

の
扱
い
は
甚
だ
粗
略
で
は
あ
る
が
、
馬
を
よ
く
使
い
こ
な
し
て
い
た
。
今
ど
き
の
武
人
は
馬
場
に
て

馬
に
乗
る
こ
と
は
上
手
で
あ
る
が
、
馬
を
扱
う
こ
と
は
馬
術
も
知
ら
な
い
馬
子
に
及
ば
な
い
。
こ
れ

は
華
侈
が
身
に
染
み
付
い
て
、
武
士
の
荒
々
し
い
気
質
を
取
失

て
し
ま

た
こ
と
に
よ
る
。
乗
る

に
は
乗
る
が
、
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
そ
の
一
を
知

て
、
そ
の
二
を
知
ら
な
い
と

云
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
よ
く
考
慮
せ
よ
。 

〇
厩
は
空
気
が
漏
れ
る
よ
う
に
こ
し
ら
え
よ
。
馬
は
熱
を
持

て
い
る
の
で
、
空
気
が
漏
れ
な
け

れ
ば
病
気
に
な
る
。
た
だ
し
空
気
を
漏
ら
す
と
は
云
え
ど
も
寒
く
せ
よ
と
云
う
の
で
は
な
い
。 

『
呉
子
』
に
も
、
冬
は
厩
を
暖
か
く
し
、
夏
は
軒
を
涼
し
く
す
る
と
書
い
て
あ
る
。
考
察
す
べ
し
。 

も
ろ
あ
ぶ
み 

の
り
し
り 

つ
り
あ
い 

ま 

ご 

ひ 

お
ご
り 

う
ま
や 



〇
支
那
、
オ
ラ
ン
ダ
等
に
お
い
て
は
馬
の
鼻
を
裂
き
、
睾
丸
を
取
去
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
息
を

⾧
く
し
、馬
を
強
く
す
る
た
め
の
術
で
あ
る
。こ
れ
を
全
法
と
い
う
。甚
だ
良
い
方
法
で
は
あ
る
が
、

日
本
で
は
古
来
こ
の
よ
う
な
法
が
無
く
て
も
、
千
軍
万
馬
の
功
績
は
異
国
に
劣
る
こ
と
が
な
い
。 

こ
れ
を
以
て
見
れ
ば
、
今
さ
ら
騚
法
を
羨
む
必
要
も
な
く
、
た
だ
珍
し
い
説
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に

記
す
こ
と
で
、
初
学
者
が
見
聞
を
広
め
る
一
助
と
す
る
の
み
で
あ
る
。 

〇
軍
中
又
は
遠
乗
り
等
に
お
い
て
は
、
馬
の
全
身
に
取
り
付
け
る
べ
き
物
が
あ
る
。
こ
れ
ら
が
動
い

た
り
揺
れ
た
り
し
な
い
よ
う
に
せ
よ
。
こ
れ
ら
が
揺
れ
動
い
て
い
る
と
馬
は
疲
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

〇
馬
の
餌
は
、
野
草
、
藁
等
は
云
う
に
及
ば
ず
、
葛
・
萩
の
類
、
又
は
苦
味
が
無
い
木
の
葉
類
で
あ

れ
ば
何
で
も
よ
い
。
手
当
り
次
第
、
餌
と
せ
よ
。
食
べ
て
は
な
ら
な
い
物
は
、
喰
み
出
し
て
食
べ
な

い
も
の
で
あ
る
。
又
、
河
川
や
海
の
水
草
を
餌
と
す
る
こ
と
も
あ
る
。
菰
な
ど
は
特
に
好
ま
れ
る
。 

〇
夜
も
現
在
の
よ
う
に
寝
藁
を
厚
く
敷
き
、
蚊
取
り
等
を
焚
い
て
横
臥
さ
せ
る
こ
と
は
、
甚
だ
し
く

無
益
で
あ
る
。
夜
も
立

た
ま
ま
で
眠
ら
せ
て
お
け
。
四

五
日
に
一
度
ぐ
ら
い
で
僅
か
に
横
た
わ

ら
せ
て
も
よ
い
。
と
に
か
く
緩
や
か
に
寝
さ
せ
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
。
か
つ
又
、
四
足
も
平
素

は
水
洗
足
に
仕
付
け
て
お
け
。
た
だ
し
爪
根
、
爪
裏
は
心
を
込
め
て
洗
う
こ
と
。
こ
れ
も
四

五
日

に
一
度
は
上
湯
で
大
肩
か
ら
洗

て
よ
い
。
又
、
川
の
流
れ
に
四
足
を
浸
す
こ
と
は
、
湯
洗
足
に
勝

る
こ
と
も
あ
る
。
又
、
血
が
下

た
か
ら
と
い

て
休
ま
せ
て
お
け
ば
、
さ
ら
に
血
が
下

て
足
が

不
自
由
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
血
が
来
た
な
ら
ば
む
し
ろ
油
断
せ
ず
に
乗
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
保
養
の
た
め
に
乗
る
こ
と
な
の
で
、
よ
く
注
意
し
て
乗
る
べ
き
で
あ
る
。
夜
眼
(

夜
間
視
力
)

を
毎
月
鍛
え
て
お
く
の
が
良
い
。
こ
れ
を
怠

て
は
な
ら
な
い
。
兎
角
、
世
に
つ
れ
て
馬
の
飼
い
様

も
華
美
に
な

て
し
ま

た
の
で
、
そ
れ
を
打
破
し
て
懦
弱
に
陥
ら
ぬ
よ
う
に
飼
育
す
る
こ
と
が

肝
要
で
あ
る
。
こ
の
心
得
で
飼
育
す
れ
ば
、
馬
は
丈
夫
に
し
て
よ
く
人
を
助
け
、
人
は
負
担
を
少
な

ぜ
ん
ほ
う 

わ
ら 

は 

ま
こ
も 

わ
ず 

す 

そ 

み
ず
す 

そ 
ゆ 

す 

そ 

よ 

め 

だ
じ

く 



く
し
て
馬
を
持
ち
易
い
の
だ
と
理
解
せ
よ
。 

〇
筋
切
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
元
来
馬
の
外
形
を
取
り
繕

て
高
額
で
売

り
つ
け
る
馬
商
人
の
や
る
仕
事
で
あ
り
、
武
士
た
る
者
は
間
違

て
も
や

て
は
な
ら
な
い
。
足
の

筋
を
切

て
し
ま
え
ば
、
上
り
下
り
の
坂
道
に
苦
し
み
、
尾
筋
を
切

て
し
ま
え
ば
、
水
を
渡
ら
せ

る
時
に
鞦
(

馬
の
尻
か
ら
鞍
に
か
け
る
組
み
緒
)
が
外
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
い
ず
れ
に
せ

よ
軍
用
に
は
害
が
あ
る
こ
と
な
の
で
、
武
士
た
る
者
は
絶
対
に
や

て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

〇
鞍
も
今
造
ら
れ
て
い
る
形
状
は
、
昔
の
機
能
を
失

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
大
昔
に
造
ら
れ

た
鞍
を
見
る
と
、
前
輪
が
大
き
く
て
高
く
、
乗
間
が
甚
だ
広
い
。
今
造
ら
れ
て
い
る
も
の
は
こ
れ
に

反
し
て
い
る
。
ど
う
し
て
戎
服
(

戦
う
と
き
に
着
る
服
・
具
足
)
の
鞍
と
常
服
の
鞍
と
を
区
別
す

る
必
要
が
あ
る
の
か
。
な
お
縉
紳
(

官
位
が
高
く
、
身
分
の
あ
る
人
)
家
に
要
求
せ
よ
。
又
(
武

家
礼
法
の
流
派
と
し
て
)
皇
都
に
石
井
家
が
あ
り
、
東
都
に
伊
勢
、
辻
の
二
氏
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の

人
々
を
問
う
て
精
詳
(

細
か
く
詳
し
い
こ
と
)
ま
で
実
施
せ
よ
。 

〇
馬
を
持
つ
者
は
、
少
し
で
も
療
養
の
道
を
知

て
お
け
。
そ
う
は
云
え
ど
も
深
遠
の
術
を
苦
し
み

学
ぶ
に
は
及
ば
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
血
を
刺
し
、
夜
眼
を
焼
き
、
あ
る
い
は
虫
気
、
腹
痛
、
打

身
、
挫
き
等
の
薬
を
知
れ
ば
事
足
り
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
又
、
馬
を
持
て
る
者
の
嗜
み
で
あ
る
。
巻

末
に
突
然
の
こ
と
に
備
え
る
薬
方
二
、
三
を
記
す
の
で
、
暇
な
時
に
で
も
学
ん
で
お
く
こ
と
。 

〇
安
永
四
年
、
私
は
⾧
崎
に
滞
在
中
で
あ
り
、
支
那
や
オ
ラ
ン
ダ
等
の
人
た
ち
と
面
談
す
る
こ
と
が

多
か

た
。
そ
の
中
で
オ
ラ
ン
ダ
人
の
馬
術
が
上
手
な
ア
ア
レ
ン
ト
・
ウ

ル
ン
・
ヘ
イ
ト
と
云
う

者
と
対
話
し
た
。
彼
が
説
い
た
数
々
の
こ
と
が
ら
に
は
、
取
入
れ
る
べ
き
こ
と
が
い
く
つ
か
あ

た
。
一
つ
に
は
馬
は
前
が
高
く
な
け
れ
ば
乗
る
の
が
難
し
い
。
今
の
日
本
流
の
乗
り
方
を
見
る
と
、

馬
を
前
高
に
さ
せ
る
た
め
、
鞍
か
ら
引
立
て
、
又
は
手
綱
に
よ

て
口
先
を
引
上
げ
て
乗

て
い

し
り
が
い 

の
り
あ
い 

じ

う
ふ
く 

し
ん
し
ん 

よ 

め 

た
し
な 



る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
上
手
で
あ
れ
ば
手
鞍
も
利
く
の
で
、
そ
の
人
が
乗

て
い
る
時
に
は
当
然
の

こ
と
な
が
ら
向
高
(

向
か
う
方
が
高
い
こ
と
)
に
な
る
け
れ
ど
も
、
手
鞍
の
弱
い
下
手
が
乗
る
時

は
、
持
前
の
向
低
に
な

て
、
乗
り
難
い
。
こ
れ
は
馬
を
向
高
の
体
形
に
育
て
な
か

た
か
ら
で
あ

る
。
オ
ラ
ン
ダ
流
は
馬
を
向
高
に
育
て
て
お
く
の
で
、
幼
児
を
乗
せ
た
と
し
て
も
前
が
下
が
ら
な
い

と
い
う
。
さ
て
、
そ
の
よ
う
に
育
て
る
方
法
で
あ
る
が
、
二
歳
の
時
か
ら
厩
に
お
い
て
、
草
を
喰
わ

せ
る
の
に
、
馬
の
首
よ
り
も
高
く
格
子
を
構
え
、
そ
の
格
子
の
中
に
草
を
入
れ
込
ん
で
お
け
ば
、
馬

は
そ
の
草
を
喰
お
う
と
し
て
、
伸
び
上
が
り
な
が
ら
草
を
噛
む
の
で
、
成
⾧
す
る
に
従

て
、
い
つ

の
間
に
か
向
高
に
な
る
の
で
あ
る
。
又
云
う
に
は
、
向
高
に
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
無
理
に
前
方
を
引

立
て
る
な
ら
ば
、
口
先
だ
け
が
や
た
ら
と
上
を
向
い
て
し
ま
う
。
口
先
が
み
だ
り
に
上
を
向
け
ば
、

馬
の
気
合
が
失
わ
れ
て
物
に
驚
き
易
く
な
り
、
そ
の
上
足
元
が
見
え
な
い
の
で
躓
く
こ
と
が
多
い
。

オ
ラ
ン
ダ
流
は
首
だ
け
を
高
く
保
持
さ
せ
て
、
口
先
は
下
げ
て
北
斗
(
口
元
の
こ
と
か
？
)
を
引
締

め
て
お
く
の
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

北
斗
を
締
め
る
術
は
轡
の
製
法
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
仕
込
め
ば
、
気
合
も
留
ま

て
物
に
驚
か
ず
、
足
元
が
見
え
て
躓
か
な
い
と
云
わ
れ

る
。
な
ん
と
奇
抜
な
術
で
あ
る
こ
と
か
。 

北
斗
を
締
め
る
こ
と
を
奥
羽
の
俗
語

で
ひ
げ
を
付
け
る
と
い
う
の
で
あ
る 

む
こ
う
だ
か 

き 

つ
ま
づ 

く
つ
わ 



 

右
の
轡
を
暇
な
時
に
製
作
し
て
試
み
よ
。
よ
く
口
を
結
ぶ
も
の
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
見
て
い
る
。 

〇
全
て
馬
上
の
組
打
、
そ
の
他
達
者
が
行
動
す
る
に
は
、
鐙
を
踏
み
張

て
、
立
ち
上
が
ら
な
け
れ

ば
難
し
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
当
世
は
鞍
を
張
り
、
馬
を
せ
り
立
て
て
歩
か
せ
る
こ
と
を

第
一
と
し
て
、
馬
場
乗
だ
け
を
稽
古
す
る
の
で
、
鐙
を
短
く
掛
け
て
乗

て
い
る
。
こ
れ
は
武
用

(
軍
用
)
と
し
て
は
甚
だ
避
け
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
短
い
鐙
に
乗
り
、
立
ち
上
が

て
行
動
す
れ
ば
、
鞍
と
の
隙
間
が
あ

て
踏
み
固
め
に
く
く
、
自
分
の
体
が
弾
ん
で
前
に
倒
れ
た
り

後
ろ
に
反

た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。
試
し
て
み
よ
。
又
昔
の
戦
記
物
語
等
に
、
敵
の
徒
歩
武
者
を

鐙
の
先
端
部
に
当
て
て
倒
す
と
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
は
短
い
鐙
で
は
為
し
難
い
動
作
で
あ
る
。
今
も

朝
鮮
人
、
オ
ラ
ン
ダ
人
等
の
馬
術
は
何
れ
も
立
ち
鞍
で
あ
る
。
又
蜀
の
玄
徳
も
股
に
鞍
づ
れ
が
あ

た
と
云
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
皆
、
⾧
鐙
の
証
拠
で
あ
る
。
今
日
で
も
馬
術
に
励
む
者
は
、
短
い
鐙
に

乗

て
は
な
ら
な
い
。 

あ
ぶ
み 

か 

ち 

む 

し

 

も
も 



〇
巻
初
よ
り
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
当
世
は
走
る
馬
か
ら
矢
を
発
射
す
る
こ
と
だ
け
を

騎
射
と
心
得
て
い
る
人
が
多
い
け
れ
ど
も
、
大
昔
の
騎
射
と
云
う
も
の
と
は
大
き
く
異
な

て
い

る
の
で
あ
る
。
大
昔
、
騎
射
の
達
人
と
云
い
、
又
は
馬
術
の
上
手
と
云
う
の
は
、
馬
上
で
弓
を
射
る

だ
け
に
限
ら
ず
、
全
て
馬
を
自
分
の
足
の
よ
う
に
心
得
て
、
険
阻
、
山
坂
と
云
え
ど
も
馬
か
ら
下
り

る
こ
と
が
な
い
。
溝
を
越
し
、
堀
を
飛
ば
せ
る
こ
と
も
甚
だ
自
由
で
あ

た
。
そ
の
弓
は
射
る
対
象

を
見
る
や
、
弓
手
(

左
手
)
の
敵
を
射
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
馬
手
(

右
手
)
の
向
筋
違

を
も
射
て
、
又
後
ろ
を
向
い
て
矢
を
射
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
矢
種
が
尽
き
る
か
、
あ
る
い
は
敵

が
近
づ
け
ば
、弓
を
収
め
て
太
刀
打
ち
を
し
、ま
た
は
引
組
ん
で
自
分
の
鞍
壺(

鞍
の
中
央
部
分
)

に
引
き
つ
け
な
ど
し
た
の
で
あ

た
。
こ
れ
を
馬
術
と
も
騎
射
と
も
云

た
の
で
あ
る
。
さ
て
今
の

騎
射
は
、
昔
の
流
鏑
馬
の
遺
風
で
あ
り
、
儀
式
の
騎
射
で
あ
る
。
た
だ
神
事
や
饗
応
等
に
用
い
る
だ

け
で
あ
り
、
敢
え
て
武
術
と
は
云
い
難
い
。
そ
の
事
の
起
こ
り
は
、
古
代
処
々
の
神
事
、
祭
礼
に 

神
勇
の
目
的
で
社
人
、
神
主
な
ど
が
射
た
事
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
今
も
古
い
神
事
に
は
皆
、
流

鏑
馬
が
あ
る
の
だ
。
こ
れ
が
当
世
の
騎
射
の
始
ま
り
で
あ
り
、
騎
射
と
云
う
名
目
は
同
じ
で
あ
る

が
、
儀
式
を
大
本
に
し
て
い
る
射
形
な
の
で
、
武
術
の
騎
射
と
は
そ
の
形
態
や
技
術
に
お
い
て
精
粗

剛
柔
の
差
異
が
あ
る
こ
と
を
承
知
せ
よ
。 

〇
古
代
の
騎
射
は
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
と
ご
と
く
達
者
で
あ

た
こ
と
も
、
大
昔
は
都
に
は 

鼓
吹
司
、
国
々
に
は
軍
団
が
あ

て
、
兵
馬
の
動
作
を
教
え
、
又
犬
追
物
、
牛
追
物
、
あ
る
い
は
戯

道
等
と
い

た
人
馬
の
大
規
模
な
機
動
訓
練
が
度
々
あ

た
の
で
、
そ
の
風
潮
が
天
下
に
広
ま

て
お
り
、
諸
国
の
武
士
は
皆
、
馬
術
に
達
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
事
を
こ
そ
真
の
騎
射
と
云
う
べ
き

で
あ
る
。
当
世
に
お
い
て
も
各
禄
に
応
じ
て
養

て
お
く
人
馬
で
あ
る
か
ら
に
は
、
右
の
心
持
で
仕

込
ん
で
お
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
全
て
こ
の
一
巻
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
仕
込
ん
で
育
て
た
馬
を
、

ゆ
ん 

で 

め 

て 

む
こ
う
す
じ
ち
が
い 

や
ぶ
さ
め 

か
み
い
さ
め 

く
す
い
し 



無
事
太
平
の
た
め
に
役
立
た
せ
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
又
当
世
の
馬
の
よ
う
に
、
華
美
や
奢
侈
に

染
ま
り
き

て
騎
術
そ
の
他
、
荒

ぽ
い
こ
と
に
慣
れ
て
い
な
い
馬
を
、
に
わ
か
に
荒
事
及
び
戦
場

等
で
用
い
る
こ
と
は
、
絶
対
に
な
し
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
兎
に
も
角
に
も
養

て
お
く
人
馬

で
あ
る
か
ら
に
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
仕
込
ん
で
お
い
て
、
不
測
事
態
に
役
立
て
る
よ
う
備
え
て
お

こ
う
と
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
を
武
備
と
云
う
。
国
の
君
主
や
執
政
に
当
た
る
者
は
、
こ

の
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
が
あ

て
は
な
ら
な
い
。 

〇
右
の
馬
術
に
つ
い
て
の
数
々
の
説
は
、
二
百
年
来
の
平
和
な
治
世
に
生
ま
れ
て
、
俗
習
だ
け
を
伝

授
し
て
い
る
馬
乗
り
の
輩
は
、
一
々
不
得
心
か
ら
か
え

て
こ
の
説
を
以
て
「
馬
術
を
知
ら
な
い
」

と
云
い
、
あ
る
い
は
「
狂
気
乱
心
の
所
業
」
な
ど
と
実
際
に
思
う
人
も
あ
る
に
違
い
な
い
が
、
そ
れ

は
そ
れ
で
、
俗
習
に
凝
り
固
ま

た
凡
夫
で
あ
れ
ば
も

と
も
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
も

と
も
だ
か
ら
と
て
不
決
断
を
生
じ
、
こ
れ
ら
の
凡
夫
の
輩
に
任
せ
て
お
い
て
は
、
物
の
役

に
立
た
な
く
な
る
の
で
、
凡
夫
は
凡
夫
な
り
に
理
解
さ
せ
、
納
得
さ
せ
る
よ
う
に
せ
よ
。
馬
は
馬
な

り
に
物
の
役
に
立
つ
よ
う
に
仕
込
む
べ
き
こ
と
は
又
、
こ
の
上
で
の
決
断
に
し
て
、
き
わ
め
て
肝
要

な
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
君
主
の
明
断
、
改
弊
の
経
済
、
武
備
の
活
発
を
仰
ぐ
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 

急
用
馬
薬
の
製
法
は
左
記
の
と
お
り
。 

牛
馬
平
安
散 

不
食
、
腹
痛 

 

 

烏
梅 

黄
栢 

甘
草 

楊
梅
皮 

 

 

莪
朮(

朮

お
け
ら) 

三
稜 

 
 

 
 

 
 

 

大
黄 

 
 

右
を
細
か
く
粉
末
状
に
し
た
も
の
と
梅
干
の
肉
を
水
に
す
り
立
て
、
一
度
に
五
匁
(

十
八
・
七

五
ｇ
)
用
い
る
。
〇
又
右
の
薬
法
を
一
点
五
匁
程
に
調
合
し
、
梅
干
三
つ
を
入
れ
て
水
で
煎
じ
て

用
い
て
も
よ
い
。 

各
三
十
匁 

(

一
一
二
・
五
ｇ) 

各
十
九
匁 

(

七
一
・
二
五
ｇ) 

十
二
匁 

(

四
五
ｇ) 

や
か
ら 

き 

は
だ 

が
じ

つ 



人
虫
丸 

打
身 

五
淋
※ 

小
便
閉 

糞
詰 

※
注 
五
淋

排
尿
時
の
膀
胱
・
尿
路
に
関
す
る
五
つ
の
ト
ラ
ブ
ル
、
石
淋
、
気
淋
、
膏
淋
、
労
淋
、
熱
淋 

 
 

人
虫 

 
 

 
 

 

龍
脳
※ 

 
 

 
 

活
蔞
根
(
蔞

よ
も
ぎ
) 

萆
撥 

 
 

 
 

 

甘
草 

 
 

 
 

水
銀
二
朱 

 

右
を
細
か
く
粉
末
状
に
し
た
も
の
と
米
糊
に
鹿
角
菜
を
混
ぜ
合
わ
せ
、
龍
眼
(         

)
の

大
き
さ
に
丸
め
、
葛
粉
を
表
面
に
ま
ぶ
す
。
こ
れ
を
打
ち
砕
い
て
飲
ま
せ
る
の
で
あ
る
。
飲
汁

に
は
数
種
類
あ
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
で
用
い
よ
。
○
筋
病
に
ド
ク
ダ
ミ
を
煎
じ
た
汁 

○
打
身
に
赤
地
利
(

シ

ク
チ
リ
ソ
バ
、
イ
ン
ド
北
部
か
ら
支
那
が
原
産
地
)
を
煎
じ
た
汁 

○
尿
閉

に
木
通
を
煎
じ
た
汁 

○
大
便
詰
に
榧
の
木
(=

碁
盤
や
将
棋
盤
の
材
料
)
の
汁
と
ニ
ワ
ト
コ
を
煎

じ
た
汁 

○
息
切
れ
に
藜
芦
(

ユ
リ
科
の
多
年
草
、
薬
用
植
物
)
と
人
参
を
煎
じ
た
汁 

○
中
風

(

脳
出
血
な
ど
に
よ

て
起
こ
る
半
身
不
随
、
手
足
の
麻
痺
な
ど
)
に
ド
ク
ダ
ミ
を
煎
じ
た
汁 

右
は
何
れ
も
薬
丸
を
打
ち
砕
き
、
こ
の
汁
に
か
き
混
ぜ
て
用
い
る
も
の
で
あ
る
。 

足
痛 

 
 

 

活
蔞
根
、
カ
ラ
ム
シ
の
根
、
芥
子 

右
の
三
種
を
等
分
に
混
ぜ
合
わ
せ
、
食
塩
を
少
し
加
え
、
痛
む
所
に
塗
り
つ
け
よ
。 

背
摺
れ 

 
 

松
魚
(

鰹
)
黒
焼
、
黄
栢
(

お
う
ば
く
)、
烏
賊
の
魚
甲
、 

 

右
を
等
分
混
ぜ
合
わ
せ
て
細
か
い
粉
末
に
し
て
塗
り
つ
け
る
。 

擦
り
傷 

 

牛
皮
、
犬
頭 

二
両(

約
七

五
・
六
ｇ) 

半
両(
約
十

八
・
九
ｇ) 

一
両(
約
三

七
・
八
ｇ
) 

一
両(
約
三

七
・
八
ｇ
) 

一
匁(

約
三 

・
七
五
ｇ)

 

※
注 

龍
脳

龍
脳
樹
と
い
う
木
か
ら
し
み
出
た
樹
脂
が
結
晶
化
し
た
も
の
。
呼
吸
機
能
を
高
め
、
意
識

を
は

き
り
さ
せ
る
働
き
が
あ
る
。 

ラ
イ
の
よ

う
な
果
物 

か
つ
ろ
う
こ
ん 

ふ 

の 

り 

あ
け
び 

か
や 

れ
い
ろ 

か
ら
し 

ず 

か
つ
を 

き
は
だ 

い 

か 



右
を
黒
く
な
る
ま
で
焼
い
て
細
か
い
粉
末
に
し
、
胡
麻
油
に
混
ぜ
て
塗
り
つ
け
る
。 

血
が
下

た
時
の
塗
薬 

 
 

か
ら
し
、
野
か
ら
む
し
、
か
わ
ら
げ
、
塩
、 

 

右
を
等
分
に
合
わ
せ
て
細
か
い
粉
末
に
し
、
酢
に
混
ぜ
て
足
に
摺
り
付
け
る
。 

内
服
薬 

 
 

人
参 

茯
苓 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

乾
姜 

 
 

 
 

 
 

 

、
陳
皮 

 

右
の
細
か
い
粉
末
を
酒
に
入
れ
て
、
七

八
匁
(
二
六
・
二
五

三
〇
・
ｇ
)
ず
つ
、
一
日
に
二
度

飲
用
す
る
。
病
が
治
癒
す
る
ま
で
服
用
せ
よ
。 

糞
詰
り 

 
 

 

牽
牛
子
(

ア
サ
ガ
オ
)  

 
 

 

大
黄 

 
 

 
 

 

一
匁 
射
干 

 
 

右
を
細
か
い
粉
末
に
し
て
酢
あ
る
い
は
鉄
漿
に
混
ぜ
て
、
七

八
匁
(
二
六
・
二
五

三
〇
ｇ
)

を
服
用
す
る
。
ま
た
水
で
煎
じ
て
も
よ
い
。 

寒
気
中
、
不
食
、
戦
慄
等
に
用
い
る
薬 

 
 

白
茯 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

木
香 

 
 

 
 

茴
香 

 
 

 
 

 
 

 
 

乾
姜 

 

柴
胡 

 
 

 
 

 

前
胡 

 
 

 
 

村
立 

 

獨
活 

白
朮 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

蒼
朮 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

葛
粉 

羌
活 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

黄
栢 

楊
梅
皮 

川
芎 

 
 

 
 

 
 

陳
皮 

白
微 

  

 
 

味
噌
を
少
し
加
え
て
水
で
煎
じ
て
服
用
す
る
。 

 
 

 
 

刺
法
大
略 

(

松
の
根
な
ど
に
寄
生
す
る
マ
ツ
ホ
ド
菌
(
サ
ル
ノ
コ

シ
カ
ケ
科
)の
菌
核
を
乾
燥
さ
せ
、外
皮
を
除
い
た
も
の)

 

(

乾
燥
さ
せ
た
は

じ
か
み
・
し

う
が)

 
(

ウ
ン
シ

ウ
ミ
カ
ン
又
は
マ
ン
ダ
リ

ン
オ
レ
ン
ジ
の
果
皮
を
乾
し
た
も
の)

 

一
匁(

三
・

七
五
ｇ)

 

二
匁(

七
・

五
ｇ)

 

(

タ
デ
科
ダ
イ

オ
ウ
属
の
薬
草)

 
(

檜
扇
と
い
う

植
物
の
漢
名)

 

(

二
十
年
以
上
の
松
の
根

元
に
寄
生
す
る
キ
ノ
コ)

 

(

キ
ク
科

の
植
物)

 

(

セ
リ
科
ウ
イ
キ

ウ
属
の
多
年
生
草
本) 

(

セ
リ
科

の
植
物)

 
(

セ
リ
科

の
植
物)

 

各
三
匁
(
十

一
・
二
五
ｇ
) 

(

オ
ケ
ラ
や
オ
オ
バ
ナ
オ
ケ

ラ
の
根
茎
を
乾
燥
し
た
も
の)

 

(

キ
ク
科
ホ
ソ
バ
オ
ケ
ラ
の

根
茎
を
乾
燥
し
た
も
の)

 

(

セ
リ
科
の
キ

ウ
カ
ツ
な
ど
の

根
や
根
茎
を
乾
燥
し
た
も
の)

 

各
二
匁 

(

七
・
五
ｇ) 

(

セ
リ
科
川
芎

の
植
物
の
根
茎) 

各
一
匁
(
三
・

七
五
ｇ
) 

ぶ
く
り

う 

か
ん
き

う 

ち
ん 
ぴ 

け
ん
ご 

し 

だ
い
お
う 
や
か
ん 

か
ん
き

う 

し
ろ
ぶ
く 

も

こ
う 

う
い
き

う 

さ
い 

こ 

ぜ
ん 

こ 

む
ら
た
て 

う  

ど 

び

く
じ

つ 

そ
う
じ

つ 

よ
う
う
め
か
わ 

き
は
だ 

せ
ん
き

う 

ふ
な
ば
ら 



 

 

右
の
数
条
は
、
応
急
的
な
馬
の
治
療
に
つ
い
て
の
概
要
で
あ
る
。
そ
の
病
が
さ
ら
に
重
く
な

た
な

ら
ば
、
伯
楽
家
(

馬
医
)
が
い
る
の
で
任
せ
よ
。
ま
た
場
所
に
よ

て
は
、
馬
を
捨
て
去
る
こ
と

も
あ
る
。
時
宜
に
よ

て
判
断
せ
よ
。 

      

第
十
五
巻
終 


