
ま
と
．
め

木
簡
に
記
さ
れ
た
内
容
は
他
の
文
献
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
と
対
比
す
る

と
量
的
に
も
多
く
な
い
し
、
内
容
も
あ
ま
り
く
わ
し
い
と
は
言
え
な
い
。
し

か
し
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
や
、
信
頼
性
は
か
な
り
高
い
も
の
で
あ
る

と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
「
天
皇
」
の
嫡
子
に
の
み
用
い
る
「
親
王
」
と
い
う
用
語
が

「
長
屋
王
」
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
。
当
時
の
高
貴
の
人
は
、
犬
を
飼
っ

た
り
、
鶴
を
邸
内
に
飼
育
し
た
り
、
食
生
活
に
し
て
も
、
か
な
り
自
給
自
足

の
で
き
る
豪
華
な
生
活
を
し
て
い
た
様
で
あ
る
。

当
時
の
庶
民
の
生
活
と
対
比
し
て
か
な
り
優
雅
で
薬
物
や
医
師
の
こ
と
に

し
て
も
十
分
な
配
慮
が
払
わ
れ
た
中
で
生
活
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。

（
平
成
三
年
二
月
例
会
）

こ
の
七
’
八
年
、
横
浜
の
医
学
史
を
研
究
し
て
来
た
が
、
基
本
的
な
課
題

で
あ
る
の
に
、
研
究
さ
れ
て
い
な
い
問
題
点
が
い
く
つ
か
あ
る
の
に
気
づ
き
、

今
回
そ
の
一
部
を
報
告
し
た
。

一
へ
ボ
ン
先
生
に
神
奈
川
で
日
本
語
を
最
初
に
教
え
た
日
本
人

へ
ボ
ン
に
神
奈
川
で
日
本
語
を
最
初
に
教
え
た
日
本
人
に
つ
い
て
、
昭
和

五
十
二
年
に
『
神
奈
川
区
誌
』
編
集
委
員
会
は
、
竹
口
信
義
の
か
い
た
『
横

浜
の
記
』
か
ら
本
多
貞
次
郎
と
い
う
医
師
を
割
り
出
し
た
。

横
浜
医
学
史
細
見

中
西
淳
朗

し
か
し
、
貞
次
郎
の
人
物
像
が
不
明
瞭
で
ど
の
様
な
医
師
で
あ
っ
た
か
は

不
明
で
あ
っ
た
。

一
方
、
へ
ボ
ン
研
究
の
最
高
峰
で
あ
る
高
谷
道
男
氏
（
桜
美
林
大
学
名
誉

教
授
）
は
、
貞
次
郎
は
ヘ
ポ
ン
の
下
僕
で
あ
り
ス
パ
イ
、
刺
客
で
あ
っ
た
と

低
い
許
価
を
下
し
て
い
る
。
以
上
の
落
差
を
、
竹
口
信
義
か
ら
兄
の
竹
川
竹

斎
宛
の
手
紙
（
文
久
元
年
二
月
三
日
付
）
の
写
を
射
和
文
庫
所
蔵
の
竹
斎

「
反
古
帳
」
か
ら
見
出
し
、
こ
れ
で
う
め
る
こ
と
が
出
来
た
。

即
ち
、
こ
の
手
紙
に
よ
っ
て
、
貞
次
郎
は
京
ヌ
キ
ナ
先
生
（
貫
名
海
屋
・

安
永
七
年
１
文
久
三
年
、
小
石
元
俊
、
元
瑞
ら
と
交
際
の
あ
っ
た
漢
詩
人
で

養
生
家
と
思
わ
れ
る
）
の
門
人
で
、
勝
利
見
（
す
ぐ
る
．
り
け
ん
、
増
上
寺

の
僧
で
人
相
見
と
〃
八
門
遁
甲
の
法
″
と
い
う
占
術
が
で
き
る
老
人
）
を
親

と
し
て
へ
ボ
ン
の
下
に
入
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

一
八
六
○
年
二
月
十
九
日
の
へ
ボ
ン
の
日
記
と
、
『
横
浜
の
記
』
の
貞
次

郎
の
記
事
と
は
内
容
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
貞
次
郎
が
へ
ボ
ン
に
神
奈
川

で
日
本
語
を
最
初
に
教
え
た
日
本
人
だ
と
言
え
る
。

し
か
し
、
本
多
貞
次
郎
の
家
業
乃
至
は
本
職
を
医
と
い
う
に
は
少
々
経
歴

が
あ
や
し
い
。

へ
ボ
ン
は
そ
れ
を
見
抜
く
力
が
秀
逸
で
、
二
カ
月
半
に
し
て
貞
次
郎
か
ら

日
本
語
を
習
う
こ
と
を
止
め
、
新
た
に
弥
五
郎
（
姓
不
明
）
と
い
う
医
師
を

日
本
語
教
師
と
し
、
貞
次
郎
は
下
僕
専
一
と
な
っ
た
。

二
｝
－
１
－
ト
ン
と
ヒ
ル
の
検
梅
事
業
成
績

Ｇ
・
Ｂ
・
’
－
１
－
ト
ン
は
、
慶
応
四
年
四
月
十
二
日
よ
り
吉
原
町
遊
廓
で

明
治
四
年
十
一
月
ま
で
検
梅
を
行
っ
た
。
そ
の
成
績
に
つ
い
て
は
、
今
井
忠

宗
氏
の
〃
我
国
検
徽
駆
徽
の
端
緒
″
（
千
葉
医
専
誌
・
大
正
四
年
五
月
）
に

448（128）



く
わ
し
い
。
た
ま
た
ま
一
一
１
－
ト
ン
の
後
任
と
も
い
え
る
Ｇ
・
Ｂ
・
ヒ
ル
の

検
梅
成
績
を
「
横
浜
毎
日
新
聞
」
の
明
治
七
年
二
月
四
日
号
に
見
出
し
た
の

で
、
両
者
を
比
較
し
た
。

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
か
か
わ
っ
た
ザ
・
ロ
ッ
ク
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
は
、
約
一
五
○

床
の
病
院
と
み
ら
れ
、
ヒ
ル
の
か
か
わ
っ
た
高
島
町
病
院
の
規
模
は
三
○
床

以
上
（
こ
の
前
月
に
開
院
し
た
た
め
数
は
少
い
。
半
年
後
は
八
八
名
の
入
院

を
数
え
る
）
で
あ
る
が
、
こ
の
両
人
の
業
蹟
に
基
本
的
差
異
を
み
と
め
る
。

即
ち
《
－
１
１
ト
ン
は
梅
毒
を
入
院
さ
せ
る
こ
と
で
手
一
杯
で
あ
り
、
一
五

七
名
の
淋
疾
ま
で
入
院
さ
せ
て
い
な
い
。
ヒ
ル
は
性
病
は
勿
論
、
性
行
為
感

染
症
と
思
わ
れ
る
患
者
ま
で
入
院
隔
離
し
た
。
ヒ
ル
は
表
に
承
る
ご
と
く
、

入
院
対
象
の
幅
を
ひ
ろ
げ
る
ほ
ど
遊
女
の
性
病
罹
患
率
が
下
が
る
こ
と
を
強

調
し
た
か
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

表横浜における性病統計の一部

｜＝--トン｜ヒル
M7年1月分

1,540人検梅

30人（1.9％）

人

軟性下清12

皮膚梅瘡1

子宮潰瘍1

梅痔1

剥脱1

梅毒性贄肉1

淋疾 13

計30

M2年1月分

3,084人検梅

737人（23.9％）

軟性下宿0

梅毒原発症

54人一54人

全身梅毒

70→2

計56

時
総
患
入

期
数
者
院

入院数

総数

退院他

1．9％

快徳8

未治繰越22

1.8%

退院70

未治繰越79

三
松
山
不
苦
庵
に
つ
い
て

『
横
浜
軍
陣
病
院
の
日
記
』
を
再
読
す
る
う
ち
に
、
Ｇ
・
Ｂ
・
’
－
１
１
ト

ン
の
助
手
で
あ
っ
た
松
山
不
苦
庵
は
、
慶
応
四
年
五
月
晦
日
か
ら
軍
陣
病
院

の
薬
局
諸
器
械
出
入
等
取
締
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た

前
出
の
今
井
氏
論
文
等
に
よ
っ
て
、
同
年
八
月
三
日
か
ら
一
一
１
－
ト
ン
の
助

手
と
な
り
検
梅
事
業
に
参
加
し
、
こ
の
月
に
野
毛
勘
定
役
所
周
辺
の
一
戸
を

貸
与
さ
れ
住
ま
っ
た
事
も
わ
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
不
苦
庵
が
記
し
た
と
考
え
ら
れ
る
経
歴
書
が
『
神
奈
川
県

史
料
・
第
八
巻
』
九
四
頁
に
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
彼
の
旧
所

属
は
前
橋
藩
で
は
な
く
館
林
藩
で
あ
る
。
そ
し
て
明
治
元
年
四
月
二
十
三
日

に
横
浜
表
病
院
外
国
医
師
手
習
御
雇
を
拝
命
、
同
年
十
一
月
二
十
三
日
に
属

司
試
補
席
医
官
を
申
し
渡
さ
れ
、
同
二
年
十
一
月
二
十
六
日
に
権
少
属
に
任

ぜ
ら
れ
、
同
四
年
八
月
二
十
六
日
に
大
阪
府
へ
御
用
あ
り
出
張
、
と
あ
る
。

大
阪
府
は
娼
妓
強
制
検
徽
院
を
明
治
五
年
五
月
二
日
に
大
坂
病
院
か
ら
分

離
し
開
院
し
て
い
る
。
院
長
は
松
山
棟
庵
と
従
来
か
ら
書
か
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
松
山
棟
庵
の
明
治
六
年
の
自
筆
履
歴
書
（
『
図
説
・
慶
応
義
塾

百
年
小
史
』
収
載
）
に
よ
る
と
、
棟
庵
は
慶
応
二
年
十
二
月
よ
り
明
治
元
年

八
月
ま
で
福
沢
諭
吉
塾
で
英
書
を
学
び
、
同
年
八
月
よ
り
同
二
年
十
一
月
ま

で
横
浜
在
留
医
師
へ
ボ
ン
氏
に
学
ぶ
。
同
年
口
月
よ
り
同
三
年
十
二
月
ま
で

紀
州
和
歌
山
に
て
医
を
業
と
し
傍
ら
英
書
を
少
年
に
教
え
る
。

明
治
四
年
正
月
よ
り
同
年
十
一
月
ま
で
文
部
省
へ
出
仕
し
、
同
十
二
月
よ

り
明
治
五
年
六
月
ま
で
豊
前
中
津
の
市
校
で
英
書
を
少
年
に
教
え
、
同
年
七

月
以
来
慶
応
義
塾
中
に
て
翻
訳
読
書
云
冬
で
あ
っ
た
。

即
ち
、
不
苦
庵
と
棟
庵
と
は
全
く
別
人
で
あ
っ
て
、
従
来
の
文
献
に
は
両
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自
然
科
学
者
や
医
学
者
ほ
ど
地
位
や
名
誉
に
こ
だ
わ
り
、
功
名
心
の
強
い

人
間
は
い
な
い
と
よ
く
い
わ
れ
る
。
本
来
な
ら
真
理
を
追
求
す
る
こ
と
が
唯

一
の
目
的
で
あ
る
べ
き
な
の
に
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
こ
と
へ
の
非
難
と

し
て
持
ち
出
さ
れ
る
文
句
で
あ
る
。

確
か
に
、
そ
の
非
難
に
は
一
理
が
あ
り
、
私
の
周
り
を
ゑ
て
も
そ
れ
に
該

当
す
る
よ
う
な
例
を
見
る
こ
と
は
少
な
く
な
く
、
ど
ろ
ど
ろ
し
た
医
学
研
究

者
社
会
の
状
況
に
辞
易
す
る
こ
と
も
再
三
で
あ
る
。

し
か
し
逆
に
い
っ
て
、
真
実
だ
け
を
知
る
た
め
に
研
究
し
、
功
名
心
な
ど

は
念
頭
に
な
い
と
い
う
学
者
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
．
も
ち
ろ
ん
そ
の

よ
う
な
純
粋
な
学
者
が
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
い
た
と
し
て
も
お
そ
ら

く
ご
く
少
数
派
に
属
す
る
に
ち
が
い
な
い
（
し
か
し
こ
こ
で
は
臨
床
の
医
者

の
こ
と
は
考
え
な
い
こ
と
に
し
よ
う
）
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
地
位
や
世
間
的

な
意
味
で
の
力
が
な
い
と
た
と
え
国
の
予
算
で
あ
れ
獲
得
で
き
な
い
と
い
う

研
究
費
の
現
状
ひ
と
つ
と
っ
て
も
、
真
理
、
真
実
を
求
め
る
こ
と
だ
け
が
研

者
の
混
同
が
お
び
た
だ
し
い
。

た
だ
し
、
不
苦
庵
の
出
自
等
に
つ
い
て
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
平
成
三
年
一
月
例
会
）

ろ
の
妙
章
ｗ
必
紹
介
今
の
埜
誌
肌

ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
コ
ー
ン
著
、
酒
井
シ
ヅ
・
三
浦
雅
弘
訳

『
科
学
の
罠
』

希

0

究
者
の
道
と
い
っ
た
夢
の
よ
う
な
話
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
つ
て

の
よ
き
時
代
は
と
も
か
く
、
そ
れ
が
現
代
と
い
う
時
代
の
最
大
の
特
徴
で
あ

る
。

む
し
ろ
、
露
骨
に
い
え
ば
、
研
究
者
の
大
方
は
、
地
位
や
名
誉
の
獲
得
や

功
名
心
を
大
き
な
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
、
真
理
、
真
実
へ
の
追
求
に
全
力
を

そ
そ
ぎ
、
地
位
や
名
誉
が
得
ら
れ
れ
ば
さ
ら
に
真
理
、
真
実
へ
の
道
を
拡
大

し
て
い
く
と
い
う
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

研
究
と
い
う
科
学
者
の
行
動
に
は
、
主
体
が
個
人
で
あ
れ
、
グ
ル
ー
プ
で

あ
れ
、
あ
る
種
の
密
室
性
が
あ
る
。
あ
る
実
験
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表

す
る
と
す
る
。
そ
の
目
的
、
方
法
、
対
象
に
問
題
が
な
く
正
当
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
そ
の
数
値
、
あ
る
い
は
文
章
の
表
現
と
し
て
出
さ
れ
た
結
果
に
つ
い

て
は
、
研
究
者
の
発
表
の
ま
ま
に
信
用
す
る
の
が
建
前
で
あ
る
。
研
究
者
の

権
威
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
そ
の
信
用
性
も
高
い
。
い
ず
れ
そ
の
実
験
に
対

し
て
は
追
試
が
な
さ
れ
、
そ
の
正
否
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が

発
表
時
に
お
い
て
は
た
だ
そ
れ
を
信
用
す
る
以
外
は
な
い
。
つ
ま
り
、
研
究

者
の
間
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
実
験
に
は
す
べ
て
正
直
で
、
得
ら
れ
た
あ
り
の

ま
ま
の
デ
ー
タ
を
報
告
し
て
い
る
と
い
う
暗
黙
の
前
提
が
あ
る
。
Ｋ
・
Ｓ
・

ノ
リ
ス
に
よ
れ
ば
「
科
学
と
は
科
学
者
が
相
互
に
嘘
を
つ
か
な
い
よ
う
に
す

る
ル
ー
ル
の
集
合
で
あ
る
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
地
位
や
名
誉
に
こ
だ
わ
り
、
研
究
費
の
獲
得
に
精
を
出
し
、

業
績
の
先
陣
争
い
を
す
る
あ
ま
り
、
自
ら
の
実
験
デ
ー
タ
や
観
測
記
録
を
ご

ま
か
す
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
く
る
。
追
試
な
ど
に
よ
っ
て
い
ず
れ
は
判
明

す
る
は
ず
で
あ
り
、
い
ず
れ
は
ご
ま
か
し
た
研
究
者
は
科
学
や
医
学
の
世
界

か
ら
追
放
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
た
だ
被
害
は
そ
の
よ
う
な
個
人
の
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