
可
し
、
伊
東
玄
朴
仁
訟
や
釦
）
ら
を
幕
府
の
官
医
と
す
る
あ
り
さ
ま
と
な
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
江
戸
の
開
業
医
ら
は
、
こ
の
年
、

神
田
の
お
玉
が
池
に
種
痘
所
を
設
置
す
る
ほ
ど
に
な
り
、
翌
々
年
に
な
る
と
種
痘
所
を
官
営
に
さ
せ
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
こ
こ
が
西

洋
医
学
の
拠
点
に
な
っ
て
、
漢
方
は
主
流
か
ら
は
ず
れ
て
ゆ
く
。

は
じ
め
は
曲
折
を
承
た
も
の
の
、
明
治
政
府
は
ド
イ
ツ
医
学
を
正
式
な
も
の
に
し
た
か
ら
、
洋
学
派
の
中
心
で
あ
る

漢
方
の
抵
抗
た
だ
の
り

石
黒
忠
恵
仁
弛
座
）
・
長
与
専
斎
ら
は
そ
の
勢
い
に
の
っ
た
。
一
八
七
五
年
（
明
治
八
）
、
全
面
的
な
西
洋
医
学
へ

の
ゑ
ち
を
開
こ
う
と
し
、
医
術
開
業
試
験
は
物
理
・
化
学
・
解
剖
・
生
理
・
病
理
・
内
科
・
外
科
・
薬
剤
学
の
課
目
で
実
施
す
る
こ
と
に

し
た
。
こ
の
年
の
全
国
開
業
医
は
漢
方
医
一
万
四
八
○
七
人
、
洋
医
五
○
九
八
人
、
漢
洋
医
二
五
一
西
人
、
そ
の
ほ
か
八
茎
ハ
人
緬
確
局
）

で
あ
っ
た
か
ら
、
漢
方
医
は
こ
の
方
策
に
反
対
し
、
「
医
術
開
業
試
験
に
漢
方
の
一
科
を
加
え
る
こ
と
」
の
運
動
を
く
り
か
え
し
た
。

引
き
つ
づ
い
て
い
た
こ
の
運
動
は
、
た
と
え
ば
一
八
九
一
年
（
明
治
二
四
）
、
帝
国
議
会
へ
全
国
三
七
団
体
、
一
九
八
○
人
の
漢
方
医
、

五
万
余
人
の
署
名
請
願
書
を
提
出
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。
が
、
議
会
は
解
散
し
、
審
議
未
了
と
な
る
。
請
願
そ
し
て
審
議
未
了
は
く
り
か

え
さ
れ
る
が
、
よ
う
や
く
一
八
九
五
年
（
明
治
二
八
）
の
議
会
に
な
っ
て
、
運
動
は
成
功
す
る
か
に
承
え
た
が
、
二
七
票
の
差
で
否
定
さ
れ

た
。
漢
方
は
科
学
的
解
明
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
近
代
医
学
の
名
の
も
と
に
医
制
か
ら
は
ず
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

地
元
の
大
和
で
採
集
さ
れ
る
薬
種
の
数
多
い
こ
と
は
、
前
章
ま
で
に
述
べ
ら
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
薬
効

薬
種
流
通
の
変
化

を
あ
げ
る
た
め
に
は
舶
来
薬
種
が
案
外
早
く
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
外
国
薬
種
は
な
が
い
あ
い
だ
幕
府
の
貿
易

２
売
薬
の
需
ゞ
要
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も
ち
ろ
ん
、
全
国
各
地
の
和
薬
も
道
修
町
に
集
ま
っ
た
か
ら
、
薬
種
中
買
い
は
特
権
商
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の

特
権
が
し
だ
い
に
崩
れ
る
日
が
や
っ
て
き
た
。
一
八
五
九
年
（
安
政
六
）
、
神
奈
川
・
長
崎
・
箱
館
が
開
港
す
る
と
、
さ
っ
そ
く
開
港
場

の
居
留
地
に
進
出
し
て
き
た
外
国
商
館
の
人
や
中
国
商
人
を
通
じ
て
薬
種
取
り
引
き
が
お
こ
な
わ
れ
は
じ
め
た
。
も
は
や
、
こ
れ
ま
で
の

国
内
の
特
権
商
人
の
扱
い
で
は
な
く
な
り
、
そ
れ
も
長
崎
の
貿
易
は
横
浜
に
と
っ
て
か
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
長
崎
か
ら
大
坂

へ
、
大
坂
か
ら
全
国
各
地
へ
卸
さ
れ
た
輸
入
薬
種
は
、
横
浜
か
ら
江
戸
念
恥
越
、
大
坂
、
そ
の
ほ
か
の
各
地
へ
運
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

屋
で
あ
る
。
薬
種
中
四

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

統
制
下
に
あ
っ
て
、
か
ん
た
ん
に
輸
入
で
き
な
か
豆

ら
大
坂
の
唐
薬
問
屋
に
送
ら
れ
、
薬
種
仲
間
改
役
の
蜂

り
、
全
国
へ
大
卸
し
す
る
と
い
う
し
く
み
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
一
八
七
二
年
（
明
治
五
）
の
実
質
的
な
株
仲
間
の
解
散
ま
で
は
、
旧
来
の
薬
種
中
買
い
仲
間
の
入
札
は
お
こ
な
わ
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
新
時
代
に
よ
る
流
通
の
変
化
に
よ
っ
て
、
輸
入
薬
種
の
集
荷
が
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
機
能
し
な
く
な
っ
て
き
た
か
ら
、

承
ず
か
ら
薬
種
集
荷
の
ゑ
ち
を
開
拓
し
て
、
や
が
て
、
か
れ
ら
が
薬
種
問
屋
へ
生
長
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
い
つ
ぼ
う
洋
薬
だ
け
を
扱

う
い
わ
ゆ
る
洋
薬
商
も
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
洋
薬
は
鑑
別
が
む
つ
か
し
い
の
で
大
へ
ん
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
じ
っ
さ
い
、

に
せ
薬
が
出
ま
わ
り
危
険
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
和
漢
薬
の
老
舗
は
洋
薬
の
取
り
引
き
に
は
き
わ
め
て
慎
重
な
あ
り
さ
ま

へ
、
大
坂
《

の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
の
唐
薬
問
屋
と
い
う
の
は
長
崎
一
の
落
札
商
人
と
薬
種
中
買
い
の
あ
い
だ
に
あ
っ
て
、
双
方
か
ら
口
銭
を
と
り
荷
受
け
す
る
問

で
あ
る
。
薬
種
中
買
い
は
入
札
を
扱
い
、
そ
の
結
果
で
全
国
の
薬
価
の
卸
値
段
が
き
ま
っ
た
か
ら
卸
問
屋
の
立
場
に
あ
り
、
優
位
を
誇

か
ん
た
ん
に
輸
入
で
き
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
中
国
船
や
オ
ラ
ン
ダ
船
が
運
ん
で
き
た
唐
蘭
薬
は
長
崎
の
落
札
商
人
か

に
送
ら
れ
、
薬
種
仲
間
改
役
の
検
査
を
う
け
た
。
そ
の
う
え
で
道
修
町
薬
種
商
の
薬
種
中
買
仲
間
が
入
札
で
買
い
と
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全
国
の
売
薬
業
者
は
新
政
府
そ
れ
も
大
学
東
校
の
洋
学
を
主
と
し
た
人
た
ち
の
検
査
を
う
け
な
け
れ
ば
、
引
き
つ
づ
い
て
販
売
が
で
き

な
い
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
、
そ
の
衝
撃
は
大
き
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
当
時
の
人
的
構
成
・
設
備
な
ど
で
、
は
た
し
て

こ
れ
が
、
ど
れ
だ
け
正
確
に
お
こ
な
わ
れ
た
か
は
判
明
し
に
く
い
。
ど
う
や
ら
全
国
の
売
薬
の
実
態
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
と
ゑ
る
の
が

よ
い
と
お
も
わ
れ
る
。

布
と
同
じ
日
、
全
国
の
府
藩
県
あ
て
に
布
告
を
出
し
て
、
管
内
の
売
薬
業
者
に
た
い
し
て
は
、
従
来
の
売
薬
の
薬
方
書
・
功
能
・
用
法
・

す
で
に
一
八
七
○
年
（
明
治
三
）
一
○
月
、
民
政
局
は
一
‐
諸
株
は
廃
止
せ
し
め
候
」
と
い
い
、
一
‐
酒
造
株
、
売
薬
人
の
儀
は
こ
れ
ま
で
の

と
お
り
」
と
達
書
を
出
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
約
二
か
月
後
の
一
二
月
七
日
に
は
売
薬
の
取
り
締
り
は
大
学
東
校
で
扱
う
（
悪
雛
識
評
謹

と
し
、
お
な
じ
月
の
一
三
日
に
は
「
売
薬
取
締
規
則
」
（
螺
雛
栽
塞
龍
）
を
公
布
し
た
。
そ
の
要
点
は
①
売
薬
類
は
大
学
東
校
で
「
名
実
功

否
」
を
検
査
し
た
う
え
で
免
状
を
与
え
る
こ
と
。
②
こ
れ
ま
で
の
家
伝
や
秘
方
と
称
す
る
も
の
を
い
っ
さ
い
禁
止
す
る
。
③
新
し
く
売
薬

を
発
売
す
る
も
の
は
薬
方
・
功
能
・
定
価
な
ど
を
書
い
て
大
学
東
校
へ
願
い
出
る
こ
と
。
④
有
益
な
製
薬
類
を
新
し
く
発
明
し
た
も
の
に

は
七
年
間
は
専
売
を
許
す
。
そ
し
て
そ
れ
以
後
は
諸
国
に
布
告
し
て
発
売
を
許
可
す
る
。
⑤
売
薬
は
薬
品
や
原
価
を
よ
く
調
べ
、
東
校
が

定
価
を
き
め
て
免
状
を
渡
す
。
と
い
う
き
び
し
い
も
の
で
、
絶
対
的
な
政
府
権
限
を
示
す
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
売
薬
取
締
規
則
公

定
価
を
く
わ
し
く
書
い
て
提
出
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。

が
、
当
分
の
あ
い
だ
つ
づ
い
た
。
こ
れ
も
一
八
七
七
年
（
明
治
一
○
）
か
ら
の
一
・
一
レ
ラ
の
大
流
行
で
、
石
炭
酸
を
中
心
に
洋
薬
の
大
量
輸
入

を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
和
漢
薬
商
も
洋
薬
の
商
い
を
は
じ
め
る
も
の
も
で
て
き
た
。

薬
業
制
度
の
改
変

急
速
に
洋
薬
が
ふ
え
は
じ
め
た
も
の
の
、
な
が
い
年
月
に
培
わ
れ
た
和
漢
薬
は
、
そ
ん
な
か
ん
た
ん
に
す
た
れ
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
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は
翌
一
八
七
三
年
（
明
治
さ
医
務
局
に
昇
格
し
、
同
年
盲
一
月
に
な
る
と
、
改
め
て
過
去
三
か
年
耐
錨
鱈
間
の
和
薬
種
・
舶
来
薬
種
の

薬
味
・
分
量
・
用
法
・
功
能
・
製
剤
の
ほ
か
売
上
高
な
ど
に
つ
い
て
の
報
告
を
各
府
県
を
通
じ
て
求
め
た
。

明
治
初
年
の
奈
良
県
の
売
薬
関
連
の
数
的
な
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
。
よ
う
や
く
「
明
治
七
年
府
県
物
産

大
和
売
薬
の
優
位

表
」
（
雪
奉
輸
榔
鰯
蕊
蕊
鍾
蛎
伊
銅
趣
に
よ
っ
て
、
そ
の
お
お
よ
そ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
表
３
に
示
し
て
お
こ
う
。

た
だ
、
こ
の
時
期
の
統
計
の
信
頼
度
に
は
問
題
が
あ
る
が
、
趨
勢
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
奈
良
県
政
七
十
年
史
』
癖
弛
奉
率
年
刊
）
で
は
、
さ
き
の
物
産
表
の
う
ち
一
万
円
以
上
の
生
産
額
を
も
つ
府
県
を
ぬ
き
出
し
て
い

る
。
こ
れ
は
表
４
に
か
か
げ
た
。
大
阪
府
が
圧
倒
的
な
生
産
額
を
示
し
て
い
る
の
は
、
薬
の
ま
ち
道
修
町
を
か
か
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

や
は
り
そ
う
で
あ
っ
た
の
か
、
翌
々
年
の
一
宗

実
効
が
と
も
な
わ
な
か
っ
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。

い
つ
ぽ
う
、
こ
れ
よ
り
も
早
い
こ
の
年
の
二
月
に
は
文
部
省
に
医
務
課
を
新
設
し
た
こ
と
は
、
さ
き
に
の
べ
た
。
そ
の
文
部
省
医
務
課

八
七
二
年
（
明
治
五
）
七
月
に
な
る
と
、
政
府
は
さ
き
の
法
律
を
廃
止
し
た
（
蕊
鑑
識
謬
諺

安泰湯の表紙

表4製薬額

府県名｜産繍
・円

大阪166,275.163

新川91,920.220

島根77,004.463

京都47,563.893

若松45,148.796

石川37,973.976

奈良34,230.682

長野27,309.118

：防水21,725.052

度会19,998.431

堺10,526.040

注新川県はいまの癌山県のこと。

蒋松県，度会県はそれぞれ棚島

県，三瞳飢に肢当する。『奈良県

政七十年史』
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表3薬種並薬草類付生乾（奈良県I

斤
7．87

2．00
貧

3．2

600.0

53．8

3．0

120．0

3．0

16．0

10.0

7．0

33．0
斤

44．99

1，312．50
貼

10,800.00
黄

1．6

1．4
貝

2,300.00
食

124,703.50

斤

2,909.75

12．5

1,216.76

38,870.12

687．50

135.00

81.25

58,885.75

2,523.75

44,284.2

68,281.90

171．62

430.00

1，510．00

16.87

24,616.25

67.50

14,097.40

39.25

31,092.50

4,869.503

1,105.00

26．50

440．00

55．00

2,039.377

４
４
口
【
Ｉ
Ⅶ
【
Ｆ
山
銅
Ｉ
、
【
沢
』
【
Ｊ
山
偏
口
山
画
尚
山

円
Ⅸ
Ⅸ
ぷ
劉
価
創
以
馴
既
ぶ
〃
ｓ
ｐ
ｐ
ｐ
β
０
０
５

５
４
１
２
５
５
５
１
６

４
０
４
１
０
０
１
０
０
１
０
０
３
５
０
１
７
４
４

６
３
７

〃
。
、

・
腸
Ｌ
ゲ
、
》

Ｊ
い
、
卓
Ｉ
、
炉
、
〕
Ｐ
炉
も
げ
み
Ｌ

１

・
偵
企
川
弓
Ｐ
腸
、

１
０
５
５
０
０
５
５
４
８
２
５
０
０
３
５
６
１
１
８
７
０
０
０
５

９
５
７
０
５
３
３
５
８
４
３
１
５
０
５
２
５
３
８
３
４
１
２
０
０
４

円
Ｑ
凪
Ｌ
ａ
秘
ａ
Ｑ
Ｌ
ａ
ａ
ｚ
ａ
Ｌ
Ｌ
ｚ
ａ
Ｚ
ａ
２
ａ
ａ
Ｑ
乳
Ｑ
Ｌ
ａ

７
３
１
５
８
１
６
３
０
２
１
２
０
７
６
７
２
９
４
８
１
０

３
２
２
９
３
７
０
１
４
０
９
２

１

，

夕
Ｆ

，

６
２
２
７
２

山楯子

熊胆

生茶童

生桔梗

生ノll言

生覆盆子

生瓜蕊根

生美活

生襲荷

生独活

生濁袴

生黄善

黄柏

陀羅尼介

合薬

丸薬

粉薬

眼薬

湯薬

金紅丹

孫
童
輔
潔
子
夏
賎
陵
謬
筋
誤
認
冬
子
子
闇
冬
誤
段
謝
濯
噌
荊
該
荊
勇

努
丹
午
査
門
菜

大
人
決
苛
午
半
陳
杜
大
当
地
蓮
忍
牽
山
午
天
呉
燈
白
木
黄
紅
根
菊
山

曲

6,760.01

26,440.01
駄

120

50

ー

曲物詰

貝詰
1,343.0C

線
抹

300.OC

125.0（

濯
濯

計 34,230.68:

｢明治7年府県物産表」明治前期産菜発達史資淵
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『
日
本
産
業
史
大
系
』
の
近
畿
地
方
篇
愈
海
嘩
認
識
砺
譲
会
）
で
、
奥
田
修
三
氏
は
一
‐
明
治
十
二
年
、
六
～
十
二
月
に
、
大
阪
道
修
町
薬
種

問
屋
に
入
荷
し
た
各
種
和
薬
種
合
計
一
七
万
円
余
の
う
ち
、
牡
丹
皮
・
当
帰
・
生
地
黄
・
真
山
・
芙
葵
・
白
並
は
全
部
、
そ
の
ほ
か
三
種

あ
わ
せ
て
価
格
の
約
二
割
と
推
定
し
う
る
も
の
が
大
和
産
の
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
史
料
の
出
典
が
わ
か
ら
な
い
が
、
お
そ
ら

く
大
和
の
宇
陀
・
吉
野
方
面
か
ら
集
荷
し
て
い
た
も
の
だ
ろ
う
。

つ
づ
い
て
、
新
川
県
つ
ま
り
、
い
ま
の
富
山
県
が
次
位
に
あ
る
の
は
、
こ
れ
ま
た
う
な
づ
け
る
。
奈
良
県
は
全
国
第
七
位
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
天
下
の
台
所
と
い
わ
れ
て
、
物
資
の
集
散
の
地
と
な
っ
て
い
た
大
阪
、
あ
る
い
は
江
戸
時
代
に
は
藩
主
の
保
護
を
う
け
て
発
展

を
つ
づ
け
た
富
山
県
と
は
ち
が
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
独
自
の
営
み
を
つ
づ
け
た
大
和
売
薬
が
、
こ
の
地
位
に
あ
る
こ
と
は
誇
っ
て
よ
い
の
だ

為
ご
う
。

（
朱
鉦
）

第
百
三
十
弐
号

側
一
豪
農
曝
大
瓢
園
蕊
六
大
区
総
小
蝿
鯉
新
郷

家
方
柵
拝
円

本
草
製
神
麹

右
免
許
候
事

明
治
八
年
六
月
十
一
日

文
部
省
園

文
部
省
の
鑑
札
か
さ
て
、
一
八
七
四
年
（
明
治
七
）
一
○
月
、
文
部
省
は
従
来
の
売
薬
鑑
札
の
返
納
を
命
じ
、
新
し
く
す
べ
て
の
売
薬

ら
内
務
省
へ
の
検
査
を
し
て
、
合
格
し
た
も
の
に
新
鑑
札
を
下
げ
渡
す
と
発
表
し
た
。
ま
た
し
て
も
売
薬
業
者
の
人
た
ち
は
書
類

や
手
続
き
に
つ
い
て
忙
し
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
鑑
札
の
一

例
を
つ
雪
」
に
示
し
て
お
こ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
鑑
札
が
発
行
さ
れ
た
す
ぐ
あ
と
の
一
八
七
五
年
（
明

治
八
）
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
文
部
省
の
医
務
局
が
内
務
省
の
管
轄
下
に
お
か
れ
衛

生
局
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
同
年
八
月
に
は
鑑
札
は
切
り
か
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
露
雛
率
垂
鐸
塞
。
そ
の
引
き
か
え
は
翌
年
五
月
か
ぎ
り
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
例
も
つ
ぎ
に
か
か
げ
て
お
こ
う
。
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。
＆
二
一
よ

こ
の
と
き
、
大
和
は
堺
県
に
ふ
く
ま
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
い
う
病
院
は
、
ま
だ
大
和
に
は
で
き
て
い
な
い
し
、
最
寄
り
の
医
務
取
り
締

り
へ
願
い
出
る
と
い
っ
て
も
、
わ
ざ
わ
ざ
堺
の
県
庁
愈
諏
泥
睡
へ
出
向
く
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
司
薬
場
へ
製
品
を
持
ち
こ
む
の
で
あ

れ
ば
、
前
を
年
に
で
き
て
い
た
大
阪
司
薬
場
愈
枢
華
磨
緬
罰
斬
跨
嘩
八
）
へ
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
結
果
、
政
府
実
施
の
試
験
合
格
者
の
薬
舗
主
と
、
資
格
に
定
め
の
な
い
薬
種
商
、
そ
し
て
製
薬
免
許
を
う
け
た
製
薬
人
と
い
う
三

ん
な
お
達
し
と
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
Ｌ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
要
点
は
①
製
薬
人
埋

け
の
表
示
は
許
さ
な
い
、
な
ど
で
あ
る
。

い
し
て
薬
舗
開
業
試
験
を
実
施
す
る
こ
と
を
発
表
し
た
。
翌
年
五
月
の
内
務
卿
大
久
保
利
通
の
名
で
府
県
へ
出
し
た
通
達
に
は
、
製
練
薬

品
の
儀
は
本
邦
に
お
い
て
も
往
灸
舶
来
品
に
勝
れ
る
良
品
も
あ
る
が
、
た
だ
輸
入
品
を
妄
信
し
、
国
産
を
卑
む
ふ
う
が
あ
り
、
に
せ
悪
薬

の
輸
入
が
ふ
え
て
、
そ
の
損
害
が
少
な
く
な
い
」
（
蕊
鶴
謹
蕊
盤
）
と
の
べ
て
い
る
。
じ
っ
さ
い
、
な
ん
で
も
洋
薬
と
い
う
風
潮
か
ら
、
こ

ん
な
お
達
し
と
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
ま
で
扱
い
馴
れ
た
和
薬
も
ふ
く
め
て
の
「
製
薬
免
許
手
続
」
（
繍
撚
識
蕊
盤
）
が
、
こ
の
と
き
出

た
の
で
あ
る
。
そ
の
要
点
は
①
製
薬
人
は
司
薬
場
・
病
院
で
製
品
の
検
査
を
う
け
る
。
②
製
品
に
は
官
許
の
文
字
を
表
示
す
る
。
洋
文
だ

第
五
万
五
百
四
号

森
野
藤
太

温
拝
円

右
当
今
発
売
不
苦
候
事

内
務
省
衛
生
局
腿

こ
う
し
て
、
し
だ
い
に
薬
業
一
般
に
か
か
わ
る
組
識
な
ど
が
整
っ
て
く
る
の
で

あ
っ
た
。
内
務
省
は
一
八
七
五
年
（
明
治
八
）
、
三
府
（
東
京
・
大
阪
・
京
都
）
に
た

い
ず
れ
も
大
宇
陀
町
の
森
野
家
の
所
蔵
で
あ
る
が
、
同
家
に
は
一
‐
葛
根
湯
」

「
清
暑
益
気
湯
」
「
竜
王
湯
」
「
香
砂
平
胃
散
」
な
ど
の
鑑
札
も
保
有
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
は
お
な
じ
と
き
の
も
の
で
、
「
当
分
発
売
苦
し
か
ら
ず
候
」
と
あ
る
。
こ

れ
は
永
久
営
業
許
可
の
甲
印
鑑
札
に
た
い
し
、
乙
印
鑑
札
で
一
時
的
免
許
と
し
た

の
で
あ
っ
た
。
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第3章明治維新と大和売薬

ど
こ
も
新
式
の
看
板
の
つ
も
り
で
、
旗
を
あ
げ
て
景
気
を
つ
け
て
い
る
よ
う
す
が
、
う
か
が
え
る
。

こ
の
風
潮
は
奈
良
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
八
七
二
年
（
明
治
五
）
九
月
、
大
阪
薬
種
商
社
が
大
阪
府
庁
へ
竿
丸
太
長
八
間
五
尺
露
越
、

フ
ラ
フ
八
尺
（
謹
・
四
）
×
五
尺
（
謹
・
五
）
の
も
の
を
掲
げ
る
許
可
を
得
て
い
た
と
い
う
（
譲
撚
蕊
縫
一
主
蕊
謹
蝋
騒
こ
れ
ら
の
よ
う
す

の
ぼ
り

を
ゑ
た
『
日
新
記
聞
』
の
記
者
は
祭
り
の
職
の
イ
メ
ー
ジ
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

種
の
薬
業
営
業
者
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

に
は
、
つ
ぎ
の
記
事
が
あ
る
。

文
明
開
化
と
う
と
う
と
西
欧
文
明
が
入
り
こ
ん
で
く
る
な
か
、
大
和
の
人
た
ち
も
、
昔
な
が
ら
の
く
ら
し
を
守
っ
て
過
す
こ
と

の
な
か
で
は
で
き
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
奈
良
県
で
は
じ
め
て
の
新
聞
『
日
新
記
聞
』
の
第
二
四
号
（
明
治
六
年
三
月
発
行
）

ス
ペ

カ
ン
パ
ン
カ
モ
ト

シ
キ

ヒ
ン
ナ
ラ

近
来
西
洋
物
牛
肉
店
等
都
テ
、
フ
ラ
フ
ヲ
建
テ
、
招
牌
二
代
フ
、
固
ヨ
リ
サ
モ
ァ
ル
可
キ
筈
ナ
レ
ト
モ
旧
家
ノ
商
家
マ
テ
頻
リ
ニ
其
頻
卑
二
倣
上
県
庁
へ

リ
ク
ソ
ク

ス
ギ
ヤ
タ
ケ
◆
サ
シ
ハ
サ
ク
ス
リ
ヤ
ミ
セ
サ
キ
力
．
コ
レ
マ
テ

マ
○
ネ
ル

届
出
ル
者
陸
続
絶
へ
サ
ル
由
、
従
来
、
酒
屋
〈
杉
竹
ヲ
屋
上
二
押
ミ
薬
舗
〈
大
紙
袋
ヲ
騨
頭
二
掲
ク
、
夫
を
業
二
応
シ
タ
ル
旧
来
ノ
招
記
ニ
テ
人
盈
承
知

コ
ト
サ
ラ

イ
マ
ヤ
ウ
ナ
ラ

ワ
ラ

カ
ン
パ
ン
ー
ホ
カ
ヨ
ケ
イ
ナ
ル
コ
ト

セ
シ
ヲ
故
ニ
フ
ラ
フ
ヲ
建
テ
、
今
様
ニ
倣
う
〈
量
二
笑
う
可
キ
ー
非
ス
ャ
、
甚
シ
キ
ニ
至
テ
ハ
旧
来
ノ
招
記
ノ
余
二
之
ヲ
建
シ
蛇
足
尤
モ
甚
シ

日新記聞第24号（部分）

フ
ラ
フ
を
あ
げ
て
宣
伝
す
る
世
の
中
に
な
っ
た
か
ら
、
い
ち
早

く
洋
薬
も
あ
わ
せ
て
販
売
す
る
薬
舗
も
あ
ら
わ
れ
た
。
『
奈
良
県

医
師
会
史
』
癖
秘
率
醒
緬
進
に
よ
る
と
、
こ
ん
な
例
も
あ
る
。

一
大
和
国
高
市
郡
今
井
町
実
父
沢
井
道
玄
二
従
上
薬
品
取
扱
修
業
仕
、

天
保
拾
己
亥
歳
九
月
ヨ
リ
同
所
二
於
テ
開
業
漢
洋
薬
品
売
買
仕
候

右
之
通
相
違
無
御
座
此
段
上
申
候
也
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『
高
取
町
史
』
編
垂
栖
雫
遡
の
売
薬
業
の
項
に
よ
る
と
、
明
治
に
な
っ
て
、
旧
高
取
藩
士
の
な
か
に
は
官
員
憲
公
）
や
教
員
・
巡
査
に
な

る
も
の
も
い
た
が
、
こ
の
地
域
の
売
薬
業
に
携
わ
る
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
と
い
う
。
具
体
的
な
数
字
は
で
て
い
な
い
が
、
古
老
の
話
か

ら
と
い
う
。
新
し
い
仕
事
に
参
加
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
「
士
族
の
商
法
」
で
、
な
か
な
か
う
ま
く
事
業
が
す
す
む
わ
け
で
も
な
い
と
き
、

な
り
わ
い

家
庭
薬
配
置
員
に
な
っ
て
、
そ
れ
を
生
業
と
し
て
生
き
ぬ
く
人
も
い
た
の
は
と
う
ぜ
ん
で
あ
っ
た
。

一
八
七
七
年
耐
治
一
○
）
一
月
、
太
政
官
布
告
第
七
号
で
「
売
薬
規
則
」
露
零
鰯
舞
垂
函
遡
が
発
布
さ
れ
た
。
こ

売
薬
規
則
の
制
定

れ
を
う
け
て
翌
月
、
堺
県
庁
は
管
内
へ
通
達
を
し
た
。
こ
の
規
則
は
全
体
を
二
六
条
に
わ
け
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち

第
一
五
条
ま
で
の
中
心
に
な
る
部
分
を
現
行
文
に
し
て
つ
ぎ
に
示
そ
う
。

締
り
の
対
象
と
な
っ
た
例
も
少
く
な
か
っ
た
。

ど
ん
な
漢
洋
薬
が
扱
わ
れ
た
の
か
、
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
新
し
い
時
代
に
生
き
る
す
が
た
を
承
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
ち
ろ
ん
、
い
つ
ぽ
う
で
は
『
日
新
記
聞
』
第
一
九
号
罰
飛
伝
睦
で
「
：
…
・
参
寵
シ
テ
祈
願
ヲ
カ
ヶ
一
旦
婆
願
ノ
上
、
医
薬
ヲ
用
フ
レ

ハ
却
テ
ソ
ノ
冥
罰
ヲ
受
ク
ト
、
只
管
兇
謂
符
水
ヲ
侍
シ
テ
薬
汁
ヲ
断
チ
…
…
医
薬
ノ
機
会
ヲ
失
上
鍔
…
．
．
」
と
い
う
随
習
が
つ
づ
き
、
取
り

第
一
条
こ
の
規
則
に
い
う
売
薬
と
は
丸
薬
・
膏
薬
・
煉
薬
・
水
薬
・
散
薬
・
煎
薬
な
ど
を
家
伝
の
秘
方
で
合
剤
し
販
売
す
る
も
の
を
い
う
。

第
二
条
こ
の
売
薬
営
業
者
は
、
薬
味
・
分
溌
・
用
法
・
服
量
・
効
能
を
く
わ
し
く
書
い
た
醤
類
に
身
分
や
氏
名
を
書
き
、
管
轄
庁
を
経
て
内
務
省
に
願

い
出
て
、
免
許
鑑
札
を
受
け
よ
。

奈
良
県
権
令
藤
井
千
尋
殿

明
治
八
年
八
月

沢
井
英
治
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第3章明治維新と大和売薬

る
こ
と
で
あ
る
。
②
内
務
省
に
願
い
出
て
免
許
鑑
札
を
受
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
製
薬
を
主
と
し
て
い
る
売
薬
営
業
者
、
販
売
を
主

と
す
る
受
け
売
り
者
、
さ
ら
に
薬
を
売
り
あ
る
く
行
商
者
、
つ
ま
り
、
三
つ
に
わ
け
ら
れ
た

鋪
三
鎌
内
務
省
一
デ
於
ナ
ハ
馴
醤
牙
捻
迩
・
．

シ
共
製
薬
配
伍
ノ
蕊
胤
劇
誰
徹
籍
一
二

杓
ハ
ラ
ー
《
取
扱
上
失
課
テ
生
シ
・
易
キ
ー

１
１

行
商
鑑
札
を
受
け
、
行
商
に
出
る
と
き
は
必
ず
鑑
札
を
携
帯
せ
よ
。

第
八
条
営
業
鑑
札
・
受
け
売
り
鑑
札
・
許
商
鑑
札
の
免
許
期
限
は
満
五
年
間
で
あ
る
。
免
許
の
更
新
は
手
続
き
を
せ
よ
。

こ
れ
で
わ
か
る
よ
う
に
、
①
丸
・
衝
・
煉
・
水
・
散
・
煎
の
各
剤
の
薬
を
家
伝
と
い
う
形
式
で
販
売
す
る
も
の
を
売
薬
と
規
定
し
て
い

第
五
条
売
薬
を
受
け
売
り
す
る
こ
と
を
、
そ
の
営
業
者
か
ら
許
可
を
得
た
も
の
は
、
身
分
氏
名
を
書
い
た
願
霞
に
営
業
者
が
受
け
て
い
る
官
許
の
公
文

の
写
し
と
、
営
業
者
と
契
結
し
た
書
類
を
そ
え
て
、
そ
の
管
轄
庁
へ
願
い
出
て
、
内
務
省
の
免
許
鑑
札
を
受
け
よ
。

第
七
条
売
薬
営
業
者
や
受
け
売
り
者
で
、
ゑ
ず
か
ら
行
商
し
た
り
、
売
子
に
行
商
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
管
轄
庁
へ
届
け
出
て
、

売薬規則

さ
て
、
こ
の
規
則
の
第
一
六
条
か
ら
一
九
条
ま
で
は
鑑
札
料
と
税
金
の
納
付
に
つ
い
て
の

べ
て
い
る
。
そ
の
第
一
六
条
の
税
金
と
鑑
札
料
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

売
薬
営
業
税
薬
剤
一
方
二
付
一
ヶ
年
金
弐
円

右
鑑
札
料
薬
剤
一
方
二
付
一
枚
金
弐
拾
銭

売
薬
請
売
鑑
札
料
錘
翻
シ
劫
叡
昨
金
弐
拾
銭

売
薬
行
商
鑑
札
料
鍾
翻
坪
訪
磁
一
鋪
金
弐
拾
銭

製
薬
者
に
は
こ
れ
で
わ
か
る
と
お
り
、
当
時
の
諸
物
価
か
ら
す
る
と
大
へ
ん
な
税
で
あ

る
。
そ
し
て
受
け
売
り
者
や
行
商
の
人
は
鑑
札
料
だ
け
納
め
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
受
け
売
り
業
者
も
こ
れ
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
零
細
な
立
場
の
行
商
人

こ
と
で
幸
の
る
。
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こ
の
一
規
則
に
つ
い
て
政
府
は
、
さ
っ
そ
く
の
三
か
月
後
、
運
用
面
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
補
充
の
通
達
（
蕊
蝋
認
郵
龍
）
を
出
し
て
き
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
①
去
る
明
治
八
年
以
後
に
内
務
省
か
ら
下
付
さ
れ
た
売
買
鑑
札
者
は
当
分
そ
の
ま
ま
猶
予
扱
い
に
し
た
。
②
売
薬
営
業

者
、
受
け
売
り
者
の
看
板
の
大
き
さ
を
一
定
の
寸
法
に
定
め
た
。
③
行
商
鑑
札
は
方
数
に
限
ら
ず
、
一
人
一
枚
と
し
て
い
た
が
、
一
人
の

行
商
者
が
数
人
の
薬
剤
を
行
商
す
る
と
き
は
、
薬
の
種
類
ご
と
に
鑑
札
を
受
け
る
こ
と
。
そ
し
て
請
け
売
り
者
も
お
な
じ
こ
と
に
し
た
か

ら
、
こ
れ
ま
で
許
可
さ
れ
て
い
て
も
、
鑑
札
に
記
さ
れ
て
い
な
い
薬
は
扱
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
行
商
販
売
も
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ

あ
き
ら
か
に
売
薬
圧
迫
策
で
あ
る
売
薬
規
則
が
施
行
さ
れ
る
と
、
さ
っ
そ
く
、
こ
の
法
に
対
応
す
る
た
め
の
対
策
が
業
者
た
ち
で
考
え

ら
れ
た
。
た
と
え
ば
九
州
の
業
者
の
な
か
に
は
組
合
を
設
立
し
、
製
薬
と
売
薬
所
を
一
か
所
に
し
、
組
合
員
は
営
業
鑑
札
を
返
納
し
た
と

こ
ろ
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
大
和
の
売
薬
業
界
は
こ
の
と
き
ど
ん
な
動
き
を
し
た
の
か
、
い
ま
の
と
こ
ろ
史
料
が
な
い
の
で
、
は
っ
き
り
し

そ
の
結
果
、
こ
の
年
の
国
家
の
経
常
歳
入
は
四
九
九
六
万
七
七
一
三
円
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
酒
税
は
六
％
、
煙
草
税
は
○
・
四
五

％
、
売
薬
税
は
八
万
七
○
八
九
円
で
、
○
・
一
七
％
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
は
前
年
か
ら
ゑ
る
と
三
倍
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
売
薬
業
者

る
0

な
い
。 さ

ら
に
同
規
則
の
第
二
○
条
か
ら
第
二
六
条
に
か
け
て
は
罰
金
を
細
か
く
規
定
し
て
い
る
。
そ
れ
も
相
当
の
高
額
で
あ
る
。
何
分
に
も

薬
は
ま
ち
が
え
れ
ば
人
命
に
も
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
き
び
し
い
の
は
理
解
で
き
て
も
、
な
が
い
伝
統
を
無
視
し
た
過
酷
と
い
つ

に
と
っ
て
は
大
へ
ん
な
負
担
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

て
よ
い
税
制
で
あ
っ
た
。

と
同
列
に
し
て
し
ま
っ
た
。
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第3章明治維新と大和売薬

の
こ
と
を
通
達
し
た
徳
認
識
醗
垂
惑
唾
。

つ
づ
い
て
は
薬
用
阿
片
売
買
製
造
規
則
嬢
輩
趨
畷
弐
一
酸
幽
も
示
し
て
い
る
。
薬
用
阿
片
は
す
べ
て
内
務
省
が
買
い
上
げ
て
、
司
薬
場

か
特
許
の
薬
舗
に
卸
し
て
販
売
す
る
。
そ
れ
も
医
師
の
処
方
菱
を
持
参
し
た
も
の
に
限
っ
て
、
一
回
四
○
匁
翻
学
五
）
を
こ
え
な
い
分
の

販
売
を
許
可
し
た
ほ
か
、
ケ
シ
の
栽
培
か
ら
製
造
に
い
た
る
ま
で
の
報
告
を
義
務
づ
け
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
規
則
は
一
八
八
○
年
耐
治
三
）
の
薬
品
取
扱
規
則
、
翌
年
の
製
薬
取
締
規
則
（
螺
認
識
壁
茎
議
）
で
、

薬
製
造
に
つ
い
て
は
薬
品
試
験
を
う
け
て
合
格
し
た
も
の
、
製
品
の
容
器
に
つ
け
る
封
印
商
標
は
認
可
ず
ぷ
の
も
の
を
貼
付
す
る
責
任
を

も
た
せ
た
。
そ
し
て
翌
年
の
薬
舗
薬
種
商
取
締
規
則
蕊
勢
磯
舞
望
電
遡
に
よ
っ
て
、
薬
種
商
の
調
剤
は
許
さ
な
い
。
薬
舗
は
医
師
の
処

方
書
に
よ
る
販
売
と
す
る
。
薬
舗
の
開
業
は
官
立
学
校
で
製
薬
学
を
履
修
し
て
い
る
こ
と
。
試
験
を
う
け
る
人
は
薬
物
学
・
処
方
学
ほ
か

の
合
格
者
で
あ
る
こ
と
と
し
た
。
こ
う
し
て
、
す
べ
て
は
内
務
省
の
免
許
の
も
と
に
運
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
づ
く
各
規
政
府
は
引
き
つ
づ
い
て
、
薬
事
の
施
策
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
実
施
し
て
い
っ
た
。
さ
き
の
売
薬
規
則
公
布
と
お
な
じ
一
八

則
の
施
行
七
七
年
（
明
治
一
○
）
に
毒
薬
劇
薬
取
扱
規
則
癒
輩
謡
灘
弐
一
識
）
を
布
告
し
、
毒
薬
一
九
種
、
劇
薬
空
〈
種
の
取
り

扱
い
を
き
び
し
く
し
た
。
和
薬
に
く
ら
べ
て
、
い
わ
ば
新
薬
と
い
っ
て
も
よ
い
洋
薬
が
安
易
に
扱
わ
れ
、
普
及
し
て
い
る
の
を
危
倶
し
た

か
ら
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
年
、
西
日
本
か
ら
の
コ
レ
ラ
の
流
行
で
、
洋
薬
使
用
が
さ
ら
に
頻
度
を
増
す
よ
う
す
に
対
し
た
と
い
え
る
の
だ

ろ
う
。そ

し
て
、
同
年
四
月
、
堺
県
庁
は
こ
れ
ま
で
燐
は
毒
薬
の
部
に
示
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
売
薬
業
者
が
燐
製
鼠
取
薬
を
扱
っ
て
い
た

の
で
、
一
切
の
禁
止
を
布
達
し
た
。
翌
年
に
は
薬
湯
営
業
者
に
つ
い
て
も
、
天
然
以
外
の
薬
物
使
用
者
は
検
査
届
出
の
う
え
、
鑑
札
下
付

（
雲
肇
識
）
．
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奈
良
県
薬
事
指
導
所
緬
所
）
保
管
の
簿
冊
に
「
明
治
十
一
～
十
三
年
売
薬
発
売
御
願
」
が
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
、
大
和
は
堺
県
に
ふ
く

ま
れ
て
い
た
の
で
、
堺
県
庶
務
課
衛
生
掛
が
申
請
受
け
付
け
を
綴
じ
こ
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
期
間
に
売
薬
発
売
の

申
請
を
し
た
人
は
一
○
三
人
で
、
売
薬
の
種
類
は
三
七
九
と
な
る
。
こ
の
う
ち
許
可
さ
れ
た
も
の
は
七
四
で
、
不
許
可
は
二
○
で
あ

薬
の
需
要
は
、
か
ん
た
ん
に
減
少
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

は
げ
し
い
免
許
し
だ
い
に
売
薬
免
許
が
き
び
し
く
な
る
の
は
、
売
薬
は
無
害
無
効
と
い
う
考
え
が
政
府
部
内
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
で

申
請
と
廃
業
あ
る
。
売
薬
圧
迫
策
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
施
行
さ
れ
て
い
く
な
か
、
廉
価
で
応
急
的
な
処
置
に
つ
ご
う
が
よ
い
家
庭
配
置

黒
〉
雲
》

『大和国豪商案内記』から
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と大和売薬第3章明治維新

る
。
不
許
可
に
つ
い
て
は
用
法
不
詳
、
薬
品
と
現
品
が
相
違
す
る
、
方
中
分
量
不
都
合
、
薬
品
名
不
分
明
な
ど
の
理
由
が
つ
け
ら
れ
て
あ

る
。
大
阪
の
司
薬
場
で
検
査
が
す
ゑ
、
合
否
が
決
定
さ
れ
た
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
新
時
代
に
あ
う
売
薬
の
新
製
品
や
、
こ
れ
ま
で
と
そ
ん
な

に
変
り
の
な
い
類
似
品
の
発
売
申
請
が
、
つ
づ
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
資
料
集
に
示
し
た
一
八
八
四
年
（
明
治
一
七
）
の
「
売
薬
書
類
編
」
（
螺
裂
機
畢
瀧
鑑
遡
は
、
同
年
の
下
半
期
の
新
規
・
休
業
・

廃
業
の
よ
う
す
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
燕
騨
）
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
商
品
名
を
全
部
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
資
料
編
を
参
考

に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

明治17～18年
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こ
の
期
間
中
の
全
売
薬
種
類
は
二
八
七
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
廃
業
品
種
は
一
二
○
で
あ
る
か
ら
四
半
種

一
・
八
％
の
売
薬
が
姿
を
消
し
、
新
規
が
二
三
種
つ
ま
り
三
九
・
三
％
が
新
し
く
世
に
あ
ら
わ
れ
碍
識
“
幽
誕
２
喝
３

鮭
篭
廷
渉
肺
灘
謂
蕊
簾
嬬
悪
騨
繊
柵
磯
剰
蝋
謝
叫

あ
る
い
は
廃
業
し
た
も
の
が
お
な
じ
薬
を
売
り
出
す
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
、
さ
き
に
あ
げ
た
表
廃
新
錨
休
譲
改
一

二
八
七
種
の
薬
が
大
和
売
薬
と
し
て
、
明
治
一
○
年
代
の
後
半
に
、
人
び
と
の
需
要
に
応
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で

こ
れ
は
、
次
章
で
述
べ
ら
れ
る
、
売
薬
印
紙
税
規
則
犀
識
詮
避
の
公
布
の
結
果
、
零
細
家
業
と
し
て
、
つ
づ
い
て
き
た
と
こ
ろ
は
結

局
、
陶
汰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
状
況
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
出
入
り
の
多
い
書
類
綴
り
と
な
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。

も
趨
勢
を
知
っ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
し
て
も
商
品
名
が
よ
く
似
て
い
る
の
に
お
ど
ろ
く
ば
か
り
で
あ
る
。
い
つ
ぽ

う
、
家
内
手
工
業
的
に
口
伝
家
伝
の
薬
法
を
零
細
な
し
ご
と
の
な
か
で
、
つ
く
り
、
販
売
し
て
い
た
こ
の
こ
ろ
の
大
和
売
薬
の
特
徴
を
み

る
こ
と
が
で
蛍
』
る
と
い
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
塗
り
。
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