
飲
む
、
貼
る
な
ど
は
奇
妙
な
き
き
め
を
祈
る
こ
と
、
そ
し
て
救
わ
れ
た
こ
と
へ
の
感
謝
を
、
原
始
時
代
以
来
、
人
び
と
は
経
験
し
た
。

礎
は
じ
め
は
神
秘
的
な
も
の
か
ら
呪
術
的
な
体
験
を
ま
じ
え
な
が
ら
、
と
き
に
は
セ
レ
モ
ニ
ー
に
よ
っ
て
、
人
は
救
済
さ
れ
る
。
そ
れ
ら

錘
が
や
が
て
経
験
的
な
も
の
と
な
り
、
あ
る
種
の
体
系
が
生
ま
れ
る
。
山
や
川
に
あ
る
草
や
樹
皮
・
樹
葉
・
根
な
ど
が
、
胃
腸
あ
る
い
は
外

嘩
傷
に
適
切
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
、
な
が
い
経
験
か
ら
の
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

の

い
な
ぱ
し
る
う
さ
ぎ

撚
か
の
有
名
な
稲
羽
の
素
兎
の
話
は
『
古
事
記
』
に
あ
る
。
大
国
主
命
が
出
雲
で
兎
の
外
傷
を
救
っ
た
と
い
う
伝
説
で
あ
る
。
そ
れ
は

轟
な
と

な
が
み
が
堂
の
ば
な
こ
ろ

蔀
「
い
ま
、
急
い
で
こ
の
水
門
に
往
き
て
、
水
を
以
て
、
汝
身
を
洗
い
て
、
そ
の
水
門
の
蒲
黄
を
取
り
て
敷
き
散
し
て
、
そ
の
う
え
に
転
べ

ば
だ

章
ぱ
、
も
と
の
屑
の
よ
う
に
な
お
る
」
と
教
え
た
。
塩
分
を
と
っ
て
、
や
わ
ら
か
い
ガ
マ
の
ハ
ナ
を
肌
に
や
さ
し
く
せ
よ
と
は
、
ま
さ
に
経

１第
験
的
な
教
示
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
一
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
に
は
類
似
の
、
い
わ
ば
経
験

す
る
例
も
あ
る

呪
術
か
ら
一
ク
ヌ
リ
」
の
嘉
鵬
に
一
じ
て
側
し
る
し
そ
め
註
ガ
ぁ
を
‐
一
ク
ヌ
リ
」
個
振
長
を
力
ま
す
海
丈
力
を
そ
も
α
と
↓
ら

薬
草
へ
の
が
、
中
国
の
古
書
『
礼
記
』
の
記
載
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
く
す
り
す
」
つ
ま
り
、
く
す
り
を
飲
ん
で
病
気
を
な
お

く
し

す
、
救
っ
て
く
れ
る
と
の
意
味
は
『
詩
経
』
に
も
あ
る
。
「
ク
ス
リ
」
は
ど
う
や
ら
効
能
を
寄
き
も
の
と
す
る
、
イ
ス
、
ク
シ
（
奇
）
、
ク

く
す
ね

ス
ア
リ
、
イ
シ
ア
リ
（
奇
有
）
、
ク
ス
シ
ル
（
奇
汁
）
な
ど
の
意
見
が
多
い
よ
う
だ
。
な
お
、
貼
る
（
ク
ス
ネ
）
と
い
う
よ
う
に
薬
煉
を
使
用
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お
お
承
わ

大
和
の
大
神
神
社
は
三
輪
山
を
ご
神
体
と
す
る
大
物
主
大
神
を
ま
つ
る
。
こ
の
大
物
主
神
は
大
国
主
命
と
さ
れ
る
が
、
そ
う
す
る
と
、

く
し
ｇ
象
た
童

神
話
の
話
の
奇
魂
、
つ
ま
り
ク
ス
キ
ー
薬
に
通
じ
た
神
と
し
て
、
あ
が
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
大
神
神
社
の
鎮
花
祭
の
数
多

曾
は
だ
あ
か
ね

く
あ
る
神
撰
の
な
か
に
、
黄
蕊
や
茜
の
よ
う
な
薬
用
物
を
ふ
く
ん
で
い
る
こ
と
は
、
ほ
か
の
祭
り
と
ち
が
い
、
疫
病
退
散
、
鎮
め
の
神
の

く
あ
一
る
神
撰
の
な
か
に
、
黄
蕊
｛

信
仰
が
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

す
ぐ
な
ひ
こ
趣
か
ん
む
す
ぴ
の
か
み

い
ま
、
薬
の
町
と
い
わ
れ
る
大
阪
道
修
町
に
少
彦
名
神
社
が
あ
る
。
少
彦
名
神
は
『
古
事
記
』
に
よ
る
と
万
物
生
成
の
神
で
あ
る
神
皇
産
霊
神
の
子
と

大神神社

的
な
薬
物
が
少
な
か
ら
ず
承
ら
れ
る
。

医
薬
の
ど
こ
の
国
で
も
医
薬
の
神
左
が
崇
拝
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
広
く

神
々
信
仰
さ
れ
て
い
る
の
は
「
神
農
」
で
あ
る
。
神
農
は
中
国
古
伝
説

の
な
か
の
帝
王
で
三
皇
の
一
と
い
う
。
姓
は
美
、
人
身
牛
首
で
、
民
に
耕
作
を
教
え
た

こ
と
か
ら
神
農
氏
と
よ
び
、
百
草
を
な
め
て
医
薬
を
作
り
人
び
と
を
救
っ
た
伝
承
か

ら
、
い
ま
も
、
冬
至
の
日
に
医
薬
の
祖
と
し
て
神
農
祭
を
す
る
。

い
ろ
い
ろ
な
伝
承
の
う
ち
に
は
秦
の
徐
福
が
不
老
不
死
の
仙
薬
を
求
め
て
、
わ
が
国
に
き
た

と
い
う
話
が
あ
る
。
い
ま
、
三
重
県
熊
野
市
の
海
岸
に
は
「
徐
福
上
陸
地
」
の
碑
が
建
ち
、
遠

た
じ
宮
も
り

い
昔
か
ら
の
、
人
類
の
救
願
の
ロ
マ
ン
を
お
も
わ
せ
る
。
田
道
間
守
の
伝
え
も
あ
る
。
垂
仁
天

と
こ
よ
の
く
に
と
念
じ
く
の
か
ぐ
の
こ
の
み

皇
の
た
め
に
常
世
国
に
非
時
香
菓
を
求
め
た
彼
は
、
天
皇
に
さ
き
だ
た
れ
た
こ
と
を
悲
し
ん

だ
と
い
う
。
香
果
が
タ
チ
バ
ナ
の
古
名
で
、
菓
子
業
者
が
祖
神
と
す
る
ほ
か
、
近
ご
ろ
伝
垂
仁

天
皇
陵
の
そ
ば
に
薬
祖
と
し
て
ま
つ
る
。
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ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
が
、
日
常
の
保
健
の
た
め
の
食
事
か
ら
、
か
れ
ら
が
故
郷
で
体
得
し
た
薬
法
を
持
参
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

す
で
に
、
農
耕
生
活
に
い
そ
し
ん
で
い
る
な
か
で
、
経
験
的
に
医
法
に
あ
た
る
も
の
を
身
に
つ
け
て
い
た
も
の
と
、
大
陸
か
ら
の
医
法

や
薬
法
に
あ
た
る
も
の
は
た
い
へ
ん
参
考
に
な
り
、
さ
っ
そ
く
使
用
法
は
普
及
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
ん
な
な
か
五
三
八
年
に
は
百
済

か
ら
仏
像
と
経
論
が
伝
え
ら
れ
、
正
式
に
仏
教
が
将
来
さ
れ
た
。
仏
教
の
急
速
な
ひ
ろ
が
り
は
、
知
的
な
く
ら
し
の
向
上
を
促
進
さ
せ

た
。
五
五
三
年
に
な
る
と
、
百
済
に
医
・
易
・
経
博
士
の
上
番
を
求
め
た
。
翌
年
に
は
五
経
博
士
が
来
航
し
た
。
医
法
や
薬
法
の
専
門
家

が
、
そ
れ
ら
を
普
及
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
五
六
二
年
に
は
薬
方
書
な
ど
が
伝
え
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
仏
教
の
受
容
は
群
臣
に
可
と
さ
れ
て
、
広
ま
る
と
、
多
く
の
仏
の
な
か
で
も
薬
師
如
来
を
信
仰
す
る
も
の
が
ふ
え
た
。

「
薬
師
如
来
本
願
功
徳
経
」
に
よ
る
と
、
薬
師
は
一
二
の
大
願
を
た
て
、
衆
生
の
病
い
を
い
や
し
、
寿
命
を
の
ば
し
、
多
く
の
災
い
を
の

ぞ
き
、
衣
食
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
を
誓
願
し
て
、
そ
れ
を
成
就
し
て
仏
陀
と
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
大
願
の
う
ち
第
七
願
が
医
薬
を
得
る

こ
と
が
で
き
な
い
人
た
ち
へ
の
救
済
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
薬
師
像
に
は
左
手
に
薬
壷
を
も
つ
こ
と
が
多
い
。
そ
ん
な
薬
師
像
を
拝
ん
で

薬
法
の
日
本
文
化
を
考
え
る
と
き
、
大
陸
か
ら
の
文
物
の
伝
来
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

伝
来
四
世
紀
か
ら
五
世
紀
に
か
け
て
、
日
本
へ
渡
来
し
た
朝
鮮
半
島
の
人
び
と
は
、
か
な
り
の
人
数
だ
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
渡
来
し
て
き
た
人
た
ち
は
、
新
知
識
を
、
わ
が
国
に
伝
え
た
の
で
あ
る
。
日
本
に
と
っ
て
は
、
大
へ
ん
す
ぐ
れ
た
文
物
は
も
ち

大
神
神
社
で
は
祭
神
の
大
物
主
神
・
少
彦
名
神
が
治
病
・
医
業
に
神
験
あ
る
と
し
て
、
一
九
五
○
年
（
昭
和
二
喜
薬
神
講
を
発
足
さ
せ
た
。
奈
良
県
．

大
阪
府
の
製
薬
業
者
五
六
人
が
参
加
し
た
が
、
そ
の
後
、
講
員
は
ふ
え
て
い
る
。

し
て
生
ま
れ
、
万
物
を
い
一

界
の
守
護
神
と
し
て
い
る
。

万
物
を
い
つ
く
し
ん
だ
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
少
彦
名
神
と
、
さ
き
の
神
農
氏
を
、
一
八
七
○
年
（
安
永
九
）
に
道
修
町
に
鎮
座
し
て
薬
業



れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
人
参
十
斤
」
「
当
帰
十
斤
‐

や
堂
と
あ
や
の
あ
た
え

六
○
八
年
、
遣
晴
使
が
派
遣
さ
れ
る
と
き
、
薬
師
恵
日
や
倭
漢
直
福
因
を
随
行
さ
せ
た
。
恵
日
は
六
二
二
年
に
帰
国
す
る
が
、
留
学

中
に
晴
は
亡
び
唐
が
建
国
し
、
そ
の
最
新
の
医
薬
法
を
学
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
恵
日
は
六
三
○
年
に
も
遣
唐
使
に
随
行
し
て
研
習
し
、
三

年
後
に
大
和
に
戻
り
、
六
五
四
年
に
も
渡
唐
し
た
。
も
は
や
わ
が
国
に
は
中
国
の
医
薬
法
が
、
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
深
く
浸
透
し
た
と

き
印
う
き
そ
う

と
あ
る
が
、
言
窮
は
セ
リ
科
の
セ
ン
キ
ュ
ウ
で
、
頭
痛
・
強
壮
・
婦
人
薬
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
元
耶
志
国
薬
桔
梗
舟

病
気
平
癒
を
わ
が
こ
た
人
も
ふ
え
て
き
た
と
想
像
で
き
る
‐

う
ま
や
ど

や
が
て
、
五
九
八
年
に
は
厩
戸
皇
子
（
聖
徳
太
子
）
は
推
古
天
皇
に
「
薬
草
は
民
を
養
物
」
と
し
て
蓄
え
る
こ
と
を
す
す
め
た
と
い
う
。

薬
草
を
山
野
に
求
め
る
こ
と
は
、
も
う
こ
の
こ
ろ
に
は
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
六
二
年
、
そ
の
翌
年
も
推
古
天
皇
は
百
官
を
つ
れ

て
、
菟
田
野
に
薬
狩
り
を
し
て
い
る
。
い
ま
の
大
宇
陀
町
周
辺
へ
出
向
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
日
が
五
月
五
日
と
い
う
の
は
中

国
に
あ
っ
た
習
慣
を
と
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る

ｌ
ｖ
》
・
写
．
、
私
０
－
１
ｖ
‐

薬
物
木
簡
一
九
八
八
年
（
昭
和
六
三
）
五
月
十
三
日
の
各
新
聞
は
、
藤
原
宮
・
西
面
南
門
跡
（
栂
原
市
純
手
町
・
四
分
町
）
の
発
掘
調

の
出
土
査
で
、
漢
方
薬
物
の
名
称
を
書
い
た
七
世
紀
末
ご
ろ
の
木
簡
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
た
こ
と
を
報
道
し
た
。

そ
れ
ら
の
木
簡
は
門
内
側
の
内
濠
か
ら
計
七
一
点
が
見
つ
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
三
○
点
が
判
読
で
き
、
そ
の
九
割
に
生
薬
名
が
書
か

（
表
）
茸
窮
八
斤

（
裏
）
伊
看
我
評 「

当
帰
十
斤
」
「
葛
根
」
と
よ
め
る
も
の
が
多
く
、
な
か
に
は

1
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↓
斤
」
と
い
う
も
の
も
あ
一
り
、
こ
れ

は
武
蔵
国
か
ら
貢
進
さ
れ
、
せ
き

き
き
ょ
う

ど
め
に
効
く
と
い
う
桔
梗
三
○
斤

の
荷
札
と
ゑ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
古
典
医
学
研
究
家
の
槙

佐
知
子
氏
は
「
奈
良
の
出
土
品
と

『
医
心
方
』
」
（
鯛
雛
恥
７
）
で
「
□

□
口
両
、
桃
四
両
、
桂
心
（
ニ
ッ

ヶ
ィ
）
三
両
…
…
車
前
子
（
オ
オ
・
ハ

コ
の
種
子
）
三
両
、
防
風
（
ポ
ウ
フ

ゥ
の
根
）
三
両
、
柏
実
（
コ
ノ
テ
ガ

シ
ワ
の
種
子
）
一
両
、
右
九
物
」
を

あ
げ
、
こ
れ
は
処
方
と
お
も
わ
れ

る
と
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
同
氏
は
「
木
簡
に
出

て
く
る
薬
名
は
馳
脱
皮
（
蛇
の
脱

け
殻
）
と
黒
石
英
（
紫
石
英
か
）
以



○
一
年
（
大
宝
元
）
の
令
一
一
巻
は
は
っ
き
り

り
ょ
う
の
し
ゆ
う
げ

『
令
集
解
』
で
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

○
人
、

な
か
つ
か
さ

中
央
官
庁
に
二
官
八
省
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
中
務
省
内
に
内
薬
司
が
お
か
れ
た
。
こ
の
司
に
は
正
一
人
、
佑
一
人
、
令
史
一
人
、
侍

医
四
人
、
薬
生
一
○
人
、
使
部
一
○
人
、
直
丁
一
人
が
い
て
薬
法
に
つ
い
て
の
し
ご
と
を
担
当
し
た
。
宮
内
省
に
は
典
薬
寮
が
あ
っ
た
。

頭
一
人
、
助
一
人
、
允
一
人
、
大
属
一
人
、
少
属
一
人
、
医
師
一
○
人
、
医
博
士
一
人
、
医
生
四
○
人
、
針
師
五
人
、
針
博
士
一
人
、
針

生
二
○
人
、
按
摩
師
二
人
、
按
摩
博
士
一
人
、
兜
禁
師
二
人
、
兇
禁
博
士
一
人
、
兇
禁
生
六
人
、
薬
園
師
二
人
、
薬
園
生
六
人
、
使
部
二

強
ま
っ
た
。

外
は
す
べ
て
植
物
で
『
医
心
方
』
や
『
大
同
類
衆
方
』
と
に

寺
の
〃
医
薬
調
剤
古
抄
″
に
も
象
え
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

生
二
○
人
、
按
摩
師
二
人
、
按
摩
博
士
一
人
、
兜
禁
師
二
人
、
兇
禁
博
Ｌ

○
人
、
直
丁
二
人
ほ
か
に
薬
戸
、
乳
戸
が
あ
っ
て
医
薬
を
扱
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
『
日
本
書
紀
』
の
天
武
天
皇
四
年
（
六
七
六
）
に
采
え
る
外

な
お
、
内
薬
司
は
八
九
六
年
（
寛
平
八
）
に
典
薬
寮
に
併
合
さ
れ
た
。
典

実
は
藤
原
宮
跡
で
は
、
一
九
六
六
年
（
昭
和
四
一
）
に
も
、
今
回
の
発
掘
地
か
ら
東
北
約
一
キ
ロ
の
内
裏
東
側
で
、
薬
物
名
や
一
‐
典
薬
」

と
書
い
た
木
簡
約
二
○
点
が
出
土
し
て
い
る
。
そ
れ
で
、
そ
の
付
近
に
典
薬
寮
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
ん
ど
の
出
土
品
か

ら
、
従
来
説
の
と
こ
ろ
は
「
天
皇
の
医
療
を
担
当
し
た
中
務
省
の
内
薬
司
」
で
、
今
回
の
と
こ
ろ
が
、
い
わ
ゆ
る
典
薬
寮
と
い
う
見
方
が

も律

と令

の
律
と
令
は
も
と
も
と
中
国
で
発
達
し
た
中
央
集
権
国
家
統
治
の
た
め
の
基
本
法
典
で
あ
る
。
日
本
は
大
化
改
新
の
あ

り
よ
う

で
と
、
晴
・
唐
に
な
ら
っ
て
律
令
を
採
用
し
た
。
な
か
で
も
、
い
ま
の
行
政
法
に
あ
た
る
令
の
運
用
が
す
す
ん
だ
。
七

し
ょ
く

一
）
の
令
二
巻
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
七
一
八
年
（
養
老
二
）
に
は
養
老
律
令
の
制
定
が
あ
り
、
い
ま
『
続
日
本
紀
』

垂
四
年
（
六
七
六
）
に
采
え
る
外
薬
寮
は
大
宝
令
に
は
な
い
。
典
薬
寮
に
あ
た
る
の
で
あ
ろ
う
。

か
み

に
典
薬
寮
に
併
合
さ
れ
た
。
典
薬
寮
の
頭
・
正
つ
ま
り
長
官
に
な
っ
た
人
を
あ
げ
る
と
表
１
の

つ
た
書
物
に
し
ば
し
ぱ
出
て
く
る
薬
物
ば
か
り
で
あ
る
」
｜
‐
地
脱
皮
は
法
隆
６
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と
お
り
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
侍
医
な
ど
と
し
て
医
療
に
従
事
し
た
人
た
ち
で
、
渡
唐

し
た
エ
リ
ー
ト
の
人
も
い
る
。
奈
良
宮
廷
に
出
仕
し
て
研
究
に
も
は
げ
ん
だ
の
だ
ろ

う
。
も
ち
ろ
ん
ほ
か
に
も
典
医
の
立
場
の
人
も
い
た
。
な
お
、
そ
の
こ
ろ
は
、
い
わ

ば
仏
教
国
家
で
あ
っ
た
か
ら
、
僧
侶
で
医
薬
に
く
わ
し
い
人
、
施
薬
院
に
出
入
し
て

救
療
に
参
加
す
る
も
の
も
多
か
っ
た
。

行
基
と
聖
武
天
皇
の
皇
后
光
明
皇
后
が
悲
田
院
・
施
薬
院
を
設
け
、

鑑
真
貧
者
や
老
病
者
を
救
済
し
た
と
い
う
話
は
も
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
宮
廷
人
と
ち
が
っ
て
、

河
内
の
大
鳥
郡
（
禰
堺
）
の
嘉
戚
寺
に
生
ま
れ
た
行
基
（
続
鑑
蝿
九
）
は
、

は
ち
た
の
こ

鑑真座像（唐招提寺）

寺
に
生
ま
れ
た
行
基
徳
捗
”
九
）
は
、
は
じ
め
政
府
の
弾
圧
を
う
け
な
が
ら
民
間

は
ち
た
の
こ
に
ひ
め

お
び
と
と
ら
承

布
教
に
つ
と
め
た
。
母
は
蜂
田
古
爾
比
売
で
、
母
方
の
祖
父
は
蜂
田
首
虎
身
は

く
す
し

薬
師
と
伝
え
る
。
里
方
は
の
ち
に
寺
と
な
っ
た
が
、
小
さ
い
と
き
か
ら
薬
草
工

．
し
や
ぜ
ん
よ
う

房
の
し
ご
と
を
承
な
が
ら
育
ち
、
行
基
も
車
前
葉
が
頭
痛
に
よ
い
と
か
、
腹
痛

い
た
ど
り
の
ね

に
は
虎
杖
根
が
良
薬
に
な
る
こ
と
を
知
り
、
治
療
に
も
あ
た
っ
た
。
民
衆
の
救

済
に
つ
く
し
た
行
基
は
、
と
う
ぜ
ん
各
地
に
あ
っ
て
橋
や
池
な
ど
の
修
築
を
教

え
た
が
、
病
い
の
人
た
ち
に
は
薬
草
を
与
え
、
ま
さ
し
く
薬
師
の
役
割
り
も
は

た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

行
基
は
渡
来
人
の
子
孫
で
あ
っ
た
が
、
鑑
真
念
欺
三
）
は
唐
僧
で
、
日
本
の

表1典薬寮長官名

典薬頭

物部韓国広足

吉Ill宜

倭武助

忌部宿称鳥麿

馬史夷麻呂

獅守王

文室典人水通

浄l耐述広嶋

典薬正

維部直兄子

羽栗翼

天平4(732）

天平10(738）

天平15(743）

天平勝宝5〔753）

天平宝字3(759）

天平宝字8(764）

宝fft3(772)

宝岨9(778）

神謹景雲2(768）

延暦5(786）



慨
に
通
じ
て
い
た
よ
う
だ
。

鑑
真
が
漢
薬
に
つ
い
て
、
く
わ
し
い
知
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
『
続
日
本
紀
』
に
伝
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
病
気
の
皇
太
后
に
薬
を

献
じ
て
効
能
が
あ
り
、
・
朝
廷
は
鑑
真
を
大
僧
正
に
し
、
備
前
国
に
水
田
一
○
○
町
歩
を
下
付
し
て
、
感
謝
し
た
と
い
う
。
鑑
真
は
死
期
を

予
期
し
て
、
坐
し
て
死
ん
だ
が
、
最
後
ま
で
強
気
で
経
典
を
諦
承
、
雌
黄
を
服
用
し
た
よ
う
だ
。
雌
黄
と
は
硫
黄
と
碓
素
の
混
合
物
で
相

当
な
強
烈
さ
を
も
つ
が
、
薬
用
あ
る
い
は
顔
料
に
使
っ
た
。
な
お
、
韓
国
広
足
は
博
学
で
知
ら
れ
た
が
、
鑑
真
に
も
師
事
し
て
薬
物
の
真

唐
招
提
寺
を
建
立
し
た
。

留
学
僧
栄
叡
・
普
照
の
請
い
に
応
じ
て
、
わ
が
国
へ
の
渡
来
を
決
意
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
日
本
へ
の
渡
航
は
た
び
た
び
失
敗
し
、
六

度
目
に
よ
う
や
く
目
的
を
達
し
、
律
宗
を
は
じ
め
て
伝
え
、
戒
律
伝
授
の
任
に
つ
い
た
。
日
本
の
仏
教
弘
道
に
つ
く
し
た
功
は
大
き
く
、

淡
海
三
船
が
ま
と
め
た
『
唐
大
和
上
東
征
伝
』
に
は
、
鑑
真
が
二
回
目
の
渡
航
時
に
日
本
へ
持
参
し
よ
う
と
用
意
し
た
品
物
が
記
さ
れ

て
い
る
。
安
藤
更
生
の
名
著
『
鑑
真
』
嬢
輔
訟
垂
報
刊
）
に
よ
る
と
、
薬
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

の 正

ひ
つ
ば
つ
か
り
ろ
く
一
あ

購
香
二
十
膳
の
ほ
か
甲
香
、
甘
松
香
、
竜
脳
香
、
安
息
香
、
桟
香
、
零
陵
香
、
薫
陸
香
な
ど
各
六
○
○
余
斤
、
さ
ら
に
畢
鉢
、
珂
梨
勅
、
胡
撤
や
阿

念
し
や
く
み
つ

蕊
、
石
蜜
、
薦
糖
な
ど
五
○
○
余
斤
、
そ
し
て
蜂
蜜
一
○
餅
、
甘
庶
八
○
束
で
あ
っ
た
。

な
お
、
一
九
八
八
年
（
昭
和
六
三
年
）
は
鑑
真
生
誕
一
三
○
○
年
を
迎
え
る
と
い
う
の
で
、
唐
招
提
寺
の
戒
壇
院
南
に
、
約
一
○
○
○
平
方
隣
の
広
さ
の

薬
草
園
を
つ
く
る
計
画
が
す
す
ん
だ
。
完
成
す
れ
ば
、
唐
の
時
代
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
薬
草
約
九
八
○
種
に
、
仏
典
に
で
て
い
る
イ
ン
ド
産
の
も
の

一
○
○
種
近
く
を
加
え
た
規
模
に
な
る
と
い
う
。

薬 倉

院
七
五
六
年
（
天
平
勝
宝
八
）
六
月
一
二
日
は
聖
武
天
皇
の
七
七
忌
で
あ
る
。
こ
の
日
、
皇
太
后
光
明
子
と
娘
の
孝
謙
天

物
皇
は
聖
武
天
皇
遺
愛
の
品
灸
を
東
大
寺
に
寄
進
し
た
。
献
納
品
の
な
か
に
薬
物
が
あ
り
、
目
録
が
付
け
ら
れ
て
い
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鋸
香
鋤
劇
鎚
望
露
罰
篭

瀦
睡
欄
舞

愚
曹
那
《
雲
偶
儀
紺
麓

鶏
撫
蕊
霧

麓蕊
毒

薬 帳正倉院種

た
。
一
‐
奉
慮
舎
那
仏
種
を
薬
帳
」
露
雛
耀
蝋
慾
）
で
み
ら
れ
る
と

お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
薬
物
は
あ
わ
せ
て
六
○
種
で
、
二
一
の
漆

柵
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。

一
二
○
○
年
以
上
も
ま
え
の
薬
物
が
、
出
土
品
と
し
て
で
は
な

く
、
伝
世
品
と
し
て
あ
る
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
は
、
い
ま
正
倉
院
の
北
倉
に
保
存
さ
れ
て
い
る
（
賑
》
雛
棚
）
。

こ
の
薬
物
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
八
年
（
昭
和
二
三
）
、
朝
比
奈
泰

彦
氏
を
中
心
に
一
○
人
の
専
門
家
の
研
究
が
す
す
ゑ
、
一
．
正
倉
院

薬
物
』
愈
輔
垂
確
報
術
会
）
の
大
著
で
報
告
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

薬
物
六
○
種
の
う
ち
、
い
つ
の
こ
ろ
か
に
失
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い

た
も
の
が
あ
っ
た
り
し
た
が
、
結
局
、
三
九
種
が
現
存
し
、
二
一

種
は
な
い
も
の
と
判
明
し
た
。

な
い
と
い
う
の
は
、
じ
つ
は
献
納
さ
れ
た
あ
と
、
早
い
こ
ろ
か

ら
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
「
種
点
薬
帳
」
の
終
り
の
部
分

に
「
以
前
癌
挙
例
麹
乱
隼
薬
）
堂
内
に
安
置
し
て
慮
舎
那
仏
（
大
仏
）

を
供
養
す
、
も
し
病
苦
の
た
め
用
う
べ
き
者
が
あ
れ
ば
、
僧
綱

癒
確
鋪
琶
に
知
ら
せ
て
使
用
を
許
可
す
る
。
伏
し
て
願
わ
く
は
、



施
薬
に
と
も
な
う
薬
物
の
蔵
出
し
は
、
そ
の
後
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
ば
ん
古
い
曝
涼
の
記
．
録
は
七
八
七
年
（
延
暦
六
）
の
も
の

で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
犀
角
六
斤
一
三
両
の
袋
入
り
と
藤
糖
が
な
い
。
八
二
年
（
弘
仁
二
）
の
と
き
に
は
犀
角
一
本
と
小
草
魚
塾
敷
）

そ
れ
に
楼
榔
子
と
紫
雪
が
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
紫
雪
と
は
黄
金
・
石
膏
・
寒
水
石
・
滑
石
・
慈
石
・
犀
角
・
甘
草
な
ど
の
一
七

種
の
薬
物
を
ま
ぜ
あ
わ
せ
た
粉
末
状
の
も
の
で
解
熱
解
毒
用
に
使
用
す
る
と
い
う
。
紫
色
で
ロ
に
ふ
く
む
と
雪
の
よ
う
に
溶
け
る
の
で

い
く
ら
か
が
な
い
と
い
う
の
は
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
施
薬
に
使
わ
れ
て
き
た
か
ら
か
。
正
倉
院
の
管
理
も
し
だ
い
に
ル
ー
ズ
に
な
っ
て
出
庫
ご

と
に
記
帳
が
正
し
く
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
、
「
種
を
薬
帳
」
に
記
職
の
な
い
薬
物
で
竹
節
人
参
と
い
う
の
が
あ
る
。
・
す
で

薬
物
は
単
に
東
大
寺
に
奉
献
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
施
薬
が
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
奉
納
さ
れ
た
そ
の
年
の

冬
、
人
参
五
○
斤
小
が
施
薬
院
の
合
薬
の
た
め
に
出
さ
れ
て
い
る
（
羅
競
蕊
史
』
）
．
そ
れ
か
ら
あ
と
は
、
た
び
た
び
出
薬
が
申
請
さ
れ
て

蔵
出
し
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
皇
太
后
光
明
子
が
亡
く
な
っ
て
、
一
周
忌
の
ま
え
の
七
六
一
年
（
天
平
宝
字
五
）
に
は
大
量

の
薬
物
の
出
庫
が
あ
っ
た
。
そ
れ
も
甘
草
・
大
黄
・
人
参
・
桂
心
が
そ
れ
ぞ
れ
一
辛
柵
ず
つ
の
出
蔵
な
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
施
薬
の
た

め
で
あ
っ
た
し
、
唐
僧
の
曇
浄
・
法
進
ら
に
も
数
種
の
薬
物
の
賜
わ
り
が
あ
っ
た
。
ど
う
や
ら
皇
太
后
光
明
子
へ
の
供
養
の
た
め
で
あ
っ

こ
の
名
が
つ
い
た
よ
う
だ
。

た
ら
し
い
。

こ
の
薬
を
服
用
す
る
者
は
万
病
は
こ
と
ご
と
く
除
か
れ
、

す
る
こ
と
な
い
。
そ
し
て
最
後
に
生
命
を
終
っ
た
あ
と
、

体
得
で
き
る
よ
う
に
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
の
曝
涼
の
八
五
六
年
（
斎
衡
三
）
．
で
は
、
購
香
・
犀
角
二
本
、
珂
梨
勅
・
密
陀
僧
が
な
く
な
っ
て
い
る
。
曝
涼
の
た
び
に
薬
物
の

る
者
は
万
病
は
こ
と
ご
と
く
除
か
れ
、
千
苦
は
承
な
救
わ
れ
、
諸
善
は
成
就
し
、
諸
悪
は
断
ち
き
ら
れ
、
長
寿
で
天
折

そ
し
て
最
後
に
生
命
を
終
っ
た
あ
と
、
蓮
花
蔵
世
界
愈
醸
舗
土
）
に
往
生
し
、
虜
舎
那
仏
に
お
会
い
で
き
、
仏
法
世
界
を

10
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表2『延喜式』に承える諸

国進年料雑薬

犬和国38種

れ
る
こ
と
か
ら
、
も
う
こ
の
こ
ろ
に
は
相
当
し
っ
か
り
し
た
知
識
を
も
っ
て
い
た
も
の
と
ゑ
て
よ
い
。

延
喜
式
に
み
え
る
古
代
日
本
の
集
権
国
家
体
制
の
な
か
で
、
中
央
政
府
に
集
め
ら
れ
る
薬
物
は
相
当
な
種
類
と
量
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ

大
和
の
雑
薬
う
。
そ
れ
ら
を
具
体
的
に
知
る
も
の
と
し
て
は
『
延
喜
式
』
が
都
合
が
よ
い
。
た
だ
『
延
喜
式
』
は
九
二
七
年

（
延
長
五
）
に
完
成
し
て
い
る
が
、
そ
の
施
行
は
四
○
年
を
へ
た
九
六
七
年
（
康
保
四
）
と
い
わ
れ
る
。
遅
れ
た
理
由
は
不
明
で
あ
り
、
こ
の

こ
ろ
は
す
で
に
、
い
わ
ゆ
る
律
令
体
制
が
崩
れ
は
じ
め
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
「
諸
国
の
進
年
料
の
雑
薬
」
は
ど
れ
ほ
ど
に
な
っ
た
か

は
不
明
で
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
全
国
の
薬
物
の
よ
う
す
を
知
る
史
料
は
、
ほ
か
に
な
い
。

貢
進
さ
れ
た
薬
物
の
種
類
を
国
別
を
承
る
と
、
近
江
七
三
、
美
濃
六
二
、
出
雲
・
播
磨
五
三
、
伊
勢
五
○
と
つ
づ
き
、
わ
が
大
和
は
三

八
種
で
あ
る
。
資
料
編
に
示
し
た
が
、
念
の
た
め
に
表
２
に
ま
と
め
て
お
い
た
。
後
述
す
る
江
戸
時
代
に
も
使
わ
れ
た
薬
草
の
類
が
承
ら

に
中
国
で
は
絶
滅
し
て
い
る
野
生
の
人
参
で
あ
る
よ
う
だ

斤

２
２
８

１

雲
斤
両
斤
升
升
升
斤

５
５
５
４
４
５
８
０
６
１
６

８
６

３

１
１
１
１
斗
斗
斗
斗
２

１
７
２
２
２
３
３
実瓜

危
根
皮
写
帰
樺
輸
正
皮
愉
芋
睡
子
羨
仁
槻
睦
子
念
子
蛇
箭
莫
亀
木

蕃
桑
白
沢
当
っ
惹
白
橘
地
菌
稗
極
薯
桃
弱
筆
軸
恥
認
》
鬼
等
恥
蔀

し
蔵

胡
行
麻
活
売
青
草
膝
梗
蕊

留
鵠

前
琢
搾
蕊
升
独
紫
大
筒
牛
桔
黄

８
５
６
卯
７

２

7

21

11

鴬鰯蕊
沢蘭

白フ竹

15

15

30

根実

通草

大戦

抜葵

厚朴

竜胆

10

10

10

０
９
３

４

注表題には大和国38甑とみえるが,抜き

出すと39種になる‘

な
お
、
『
延
喜
式
』
に
は
、
朝
廷
や
、

ほ
か
の
役
所
で
使
用
す
る
薬
種
に
つ
い

て
も
記
し
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
や
は

り
草
薬
類
で
あ
る
。
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も
と
も
と
、
こ
の
書
物
は
古
く
か
ら
の
日
本
の
神
社
や
旧
家
あ
る
い
は
典
薬
寮
に
伝
わ
る
薬
と
そ
の
処
方
な
ど
を
列
記
し
た
も
の
で
あ

る
。
散
逸
が
あ
っ
た
た
め
、
加
筆
部
分
が
ゑ
ら
れ
る
と
か
、
偽
書
説
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
諸
説
を
論
じ
る
つ
も
り
は
な
い
。
諸
説
が

あ
っ
て
も
、
日
本
固
有
の
薬
種
や
処
方
の
よ
う
す
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
書
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
資
料
編
に

は
大
和
に
関
係
し
た
部
分
を
ま
と
め
て
お
い
た
。
そ
れ
だ
け
で
も
、
ず
い
ぶ
ん
い
ろ
い
ろ
な
薬
法
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
お
ど
ろ
く

栗
方
』
愈
醗
坤
唖
砿
銅
醗
雑
確
員
会
、
）
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
『
大
同
類
栗
方
』
は
こ
れ
だ
け
多
く
の
伝
承
を
集
め
整
理
す
る
だ
け
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
唐
文
化
が

。

ど
ん
ど
ん
輸
入
さ
れ
て
い
た
結
果
、
い
わ
ゆ
る
舶
来
薬
の
隆
盛
で
、
日
本
固
有
の
薬
法
が
、
ど
う
や
ら
う
と
ん
じ
ら
れ
る
傾
向
が
生
ま
れ

ほ
ど
で
あ
る
。

『大同類栗方』

へ
い
ぜ
い

八
○
八
年
（
大
同
三
）
、
平
城
天
皇
の
勅
撰
書
と
し

大
同
類
緊
方

て
編
さ
れ
た
書
物
に
『
大
同
類
緊
方
』
が
あ
る
。

こ
れ
は
『
日
本
後
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
衛
門
佐
従
五
位
下
兼

左
大
舎
人
安
部
真
直
と
従
五
位
下
侍
医
兼
典
楽
助
但
馬
権
橡
出
雲
連
広

貞
の
撰
述
で
完
成
し
た
。

し
か
し
、
後
世
に
散
逸
し
た
よ
う
で
、
も
と
の
全
一
○
○
巻
の
全
容

を
伝
え
る
も
の
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
国
会
図
書
館
本
、
京
大
図
書
館

本
も
と
も
に
文
政
年
間
仁
訟
弄
）
の
写
本
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
諸
家

所
蔵
本
な
ど
を
校
訂
し
て
、
梅
田
義
彦
氏
を
中
心
に
『
校
注
大
同
類

12



第1章大和売薬の歴史的基礎

酒
井
シ
ヅ
氏
の
『
日
本
の
医
療
史
』
愈
諏
垂
錨
筆
刊
）
に
よ
る
と
、
「
（
医
心
方
の
）
本
文
は
晴
・
唐
・
朝
鮮
の
医
書
一
二
○
種
余
を
参
考
に

し
て
、
そ
れ
か
ら
抄
出
し
た
記
事
を
、
出
典
を
明
示
し
な
が
ら
、
編
述
し
た
点
に
大
き
な
特
色
を
も
つ
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
で
は
『
医

心
方
』
の
中
で
の
承
存
在
を
知
る
書
物
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
意
味
か
ら
も
、
古
代
東
洋
医
学
を
知
る
上
で
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て

そ
し
て
、
『
医
心
方
』
の
第
一
巻
の
終
り
に
は
、
漢
薬
名
と
和
名
を
対
比
さ
せ
た
項
目
が
み
ら
れ
る
が
、
同
氏
は
一
‐
そ
こ
に
は
九
二
○

種
の
薬
名
が
列
記
し
て
あ
る
が
、
各
盈
の
下
に
和
名
と
産
地
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
九
二
○
種
の
薬
名
の
う
ち
八
五
○
種
は
、
中
国
の
薬

物
書
と
し
て
は
最
も
古
い
『
神
農
本
草
経
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
日
本
で
は
産
出
さ
れ
ず
、
和
名
の
な
い
も
の
も
多
い
。
例
え
ば
「
正

は
ぱ
広
く
解
説
さ
れ
て
い
る
。

か
け
て
九
八
四
年
（
永
観
二
）
に
奏
進
し
た
も
の
で
あ
【
一
た
。

全
三
○
巻
の
内
容
は
医
師
の
心
得
、
薬
物
の
服
用
、
調
剤

承
、
ｒ
医
薬
術
も
ま
た
唐
式
を
尊
重
し
た
の
で
、
『
大
同
類
緊
方
』
は
、
意
外
に
早
く
散
じ
た
も
の
と
象
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
の
後
、
晴
や
唐
か
ら
伝
来
し
て
い
た
外
来
の
医
薬
を
参
考
に
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
医
学
全
書
に
『
医
心
方
』
三
○

医
心
方
・巻
が
あ
る
。
編
者
は
丹
波
国
の
出
自
と
い
う
丹
波
康
頼
で
あ
る
。
か
れ
の
先
祖
は
後
漢
の
霊
帝
と
い
い
、
そ
の
五
世

の
孫
阿
育
王
が
日
本
に
渡
来
し
、
大
和
国
の
桧
隈
郡
に
住
ん
だ
と
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
孫
が
丹
波
に
移
り
、
康
頼
の
と
き
に
い

た
っ
て
朝
廷
か
ら
召
さ
れ
、
医
家
丹
波
家
の
始
祖
に
な
っ
た
。
康
頼
は
円
融
天
皇
か
ら
『
医
心
方
』
の
編
さ
ん
の
勅
を
う
け
、
約
二
年
を

て
き
て
い
た
、
輸
入
薬
つ
ま
り
新
薬
も
よ
い
が
、
日
本
薬
つ
ま
り
和
薬
復
興
を
き
そ
う
と
し
た
の
が
、
本
書
編
さ
ん
の
意
図
で
あ
る
た
と

考
え
た
い
。
平
城
天
皇
は
こ
の
事
業
を
終
え
て
間
も
な
く
病
い
に
倒
れ
、
弟
に
天
皇
の
位
を
譲
っ
て
い
る
。
こ
の
嵯
峨
天
皇
は
唐
風
を
好

い
る
」

と
説
明
が
あ
る
‐

調
剤
の
注
意
、
薬
名
な
ど
の
ほ
か
治
療
の
基
本
か
ら
各
種
の
病
気
の
症
状
な
ど
が
、
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加
持
祈
鴻
か
都
が
奈
良
か
ら
京
都
へ
移
っ
た
あ
と
、
奈
良
に
は
社
寺
が
残
っ
た
。
京
都
で
は
藤
原
氏
を
中
心
に
、
平
安
貴
族
が
権

ら
民
間
薬
へ
門
と
し
て
勢
力
を
伸
ば
し
た
。
奈
良
で
は
藤
原
氏
の
氏
寺
と
し
て
の
興
福
寺
が
力
を
つ
け
は
じ
め
た
。

新
し
い
都
の
京
都
で
も
相
変
ら
ず
疫
病
や
き
き
ん
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
お
こ
っ
た
。
し
だ
い
に
お
と
ろ
え
た
律
令
制
度
で
は
医
療
に
よ
る

救
済
も
ま
ま
な
ら
な
く
な
っ
て
き
て
い
た
。
そ
れ
で
も
医
薬
を
与
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
防
疫
が
果
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
貴
族
た
ち

は
争
う
よ
う
に
高
僧
を
ま
ね
い
て
加
持
祈
祷
を
ね
が
い
、
悪
疫
が
去
る
よ
う
に
祈
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
ん
な
よ
う
す
は
世
が
鎌
倉
時
代
に
な
っ
て
も
、
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
京
都
で
は
、
ひ
き
つ
づ
い
て
、
さ
き
の
『
医
心
方
』
を

編
ん
だ
丹
波
家
は
名
医
の
ほ
ま
れ
を
得
て
い
た
よ
う
だ
。
『
吾
妻
鏡
』
に
は
、
源
頼
朝
の
娘
乙
姫
が
病
気
に
な
っ
た
と
き
、
諸
寺
に
祈
祷

し
て
も
回
復
し
な
い
の
で
、
京
都
か
ら
針
博
士
丹
波
時
長
を
招
い
た
と
あ
る
。
時
長
は
乙
姫
に
朱
砂
丸
を
服
用
さ
せ
て
、
一
時
的
に
は
容

態
が
良
好
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
間
も
な
く
悪
化
し
た
。
時
長
は
そ
れ
を
凶
症
と
み
て
、
鎌
倉
か
ら
京
都
へ
戻
っ
た
の
で
あ
る
。
や
は
り

乙
姫
は
死
亡
し
た
が
、
そ
の
こ
ろ
は
薬
石
が
効
果
な
い
と
判
断
す
る
と
、
あ
と
は
僧
侶
や
陰
陽
師
の
祈
祷
に
た
よ
る
の
で
あ
っ
た
ｐ
鎌
倉

の
将
軍
の
も
と
で
は
、
そ
の
後
も
丹
波
家
を
迎
え
て
、
薬
の
処
方
に
あ
た
ら
せ
て
い
る
。

鎌
倉
の
要
人
ら
は
特
別
に
名
医
と
称
さ
れ
て
い
た
人
に
た
よ
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
多
く
の
場
合
は
そ
ん
な
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

ま
た
、
京
都
で
は
『
玉
葉
』
の
著
者
九
条
兼
実
は
持
病
の
脚
気
で
灸
治
や
湯
治
を
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
兼
実
は
上
級
者
で
あ
る
か
ら
京

は
づ

倉
院
の
薬
物
」
の
中
に
承
ら
れ
た
「
巴
豆
」
は
唐
産
と
な
っ
て
い
て
識
和
名
は
な
い
」
な
ど
の
例
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

２
民
間
薬
の
普
及
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