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江
戸
時
代
後
期
に
『
病
家
須
知
」
を
著
し
た
町
医
者
、
平
野

重
誠
二
七
九
○
～
一
八
六
七
）
の
家
系
的
な
背
景
に
つ
い
て

は
、
第
一
○
五
回
医
史
学
会
で
報
告
し
た
が
、
今
回
は
著
書

か
つ
け
い
い
へ
ん

『
革
鶏
医
砥
」
を
も
と
に
、
現
代
に
お
い
て
も
学
ぶ
こ
と
が
多
い

と
思
わ
れ
る
彼
の
医
療
観
を
分
析
し
た
の
で
報
告
す
る
。

研
究
方
法
と
し
て
、
『
革
諮
医
砥
」
か
ら
彼
の
医
療
観
が
表
現

さ
れ
て
い
る
文
章
を
選
別
、
分
析
し
考
察
す
る
。
本
書
は
安
西

安
周
が
す
で
に
「
平
野
革
諮
の
事
蹟
」
の
な
か
で
紹
介
、
概
説

し
て
い
る
が
、
医
療
観
に
注
目
し
た
研
究
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

「
革
諮
医
硬
」
は
和
綴
本
で
縦
二
十
五
セ
ン
チ
、
横
十
八
セ
ン

チ
、
序
文
を
入
れ
て
二
十
一
頁
か
ら
な
り
、
嘉
永
六
年
（
一
八

五
四
）
に
発
刊
さ
れ
て
い
る
。

７
「
革
路
医
砥
」
（
一
八
五
四
）
に
み
る
平
野

重
誠
の
医
療
観

中
村
節
子
・
平
尾
真
知
子

、
看
護
史
研
究
会

動
東
京
慈
恵
会
医
科
大
学

彼
の
著
書
は
約
二
十
数
冊
あ
る
が
、
彼
の
著
作
に
お
い
て
は

中
期
の
作
品
で
あ
る
。
革
鶏
と
は
彼
の
号
で
あ
る
。
医
砥
の
碇

と
は
い
し
ば
り
、
す
な
わ
ち
治
療
用
の
石
製
の
針
の
こ
と
で
あ

る
が
、
「
い
ま
し
め
る
」
「
い
ま
し
め
」
の
意
味
が
あ
る
。
こ
の

本
が
書
か
れ
た
一
八
五
四
年
は
、
ペ
リ
ー
が
浦
賀
に
来
航
、
日

米
和
親
条
約
が
結
ば
れ
た
年
で
、
年
号
も
嘉
永
か
ら
安
政
と
改

元
さ
れ
た
。
世
相
も
揺
れ
動
き
、
医
療
も
そ
の
影
響
を
受
け
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
初
期
の
著
作
で
あ
る
「
病
家
須
知
」
二
八

三
二
）
の
序
文
に
「
ま
さ
に
太
平
の
世
が
二
百
余
年
も
続
い
た

結
果
、
世
の
中
は
軽
桃
浮
座
に
流
れ
、
そ
れ
は
私
の
技
と
す
る

医
術
の
世
界
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
医
者
は
競
っ
て
名
利
に
走

り
、
い
ち
早
く
よ
い
役
職
に
就
こ
う
と
す
る
。
そ
の
技
術
の
未

熟
さ
、
恥
を
知
ら
な
い
厚
顔
さ
等
々
、
医
学
の
衰
退
を
示
す
事

例
に
事
欠
か
な
い
」
さ
ら
に
「
革
諮
医
硬
」
の
中
に
も
「
今
の

世
の
医
士
は
多
く
は
傭
瀬
惰
弱
の
輩
か
孤
独
多
病
の
者
か
、
破

家
流
民
の
徒
か
、
相
工
蕗
萄
の
党
か
、
又
は
士
人
に
な
ら
ん
と

す
る
に
は
禄
分
も
あ
ら
ず
、
商
売
に
な
ら
ん
と
思
え
ど
も
、
資

本
も
な
け
れ
ば
、
止
む
こ
と
を
得
ず
。
唯
生
涯
の
飢
渇
を
、
此

業
に
免
ん
が
為
に
、
医
と
な
り
し
類
の
み
多
け
れ
ば
、
（
以
下
略
巨
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と
医
学
の
衰
退
を
嘆
く
言
葉
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

医
師
の
倫
理
が
低
下
し
た
時
代
が
続
い
て
い
た
こ
と
が
解
る
。

「
革
諮
医
砥
」
に
お
い
て
彼
の
医
療
観
が
表
現
さ
れ
て
い
る
文

章
と
し
て
次
の
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ま
ず
、
冒
頭
に
お
い
て
「
天
地
の
間
に
人
の
生
命
ほ
ど
至
っ

て
重
く
、
且
貴
き
は
な
し
。
医
は
其
至
重
至
貴
の
生
命
を
害
す

る
疾
を
治
す
る
こ
と
を
司
る
職
な
れ
ば
、
小
技
な
り
と
難
も
、

そ
の
関
係
す
る
所
、
こ
れ
よ
り
大
な
る
は
な
し
。
殊
に
王
侯
貴

人
に
至
っ
て
は
、
一
人
の
身
を
以
て
、
国
家
の
盛
衰
に
も
繋
が

る
こ
と
な
る
に
、
其
病
あ
る
時
に
当
て
は
、
死
生
の
権
、
全
く

医
士
一
人
の
手
に
在
る
こ
と
な
れ
ば
、
莫
大
の
大
任
に
し
て
、

他
の
技
芸
の
比
す
べ
き
に
非
る
は
因
な
り
。
さ
れ
ば
医
た
る
者

は
、
風
夜
に
勉
強
し
て
深
く
心
を
潜
め
、
切
に
思
い
を
凝
ら
し

て
研
究
せ
ず
ん
ぱ
あ
る
べ
か
ら
ず
、
其
の
之
を
学
ぶ
の
要
は
、

独
り
を
慎
み
私
心
を
去
っ
て
、
自
ら
欺
く
こ
と
な
く
内
外
一
貫
、

言
行
一
致
の
境
界
に
到
る
に
在
り
。
」
と
述
べ
、
つ
ぎ
に
、
医
技

に
つ
い
て
は
刻
苦
陶
練
し
な
け
れ
ば
修
得
が
難
し
い
と
説
き
、

さ
ら
に
「
病
人
あ
り
と
は
其
病
苦
は
推
擢
し
て
、
先
其
病
者
の

位
禄
貧
富
を
思
う
意
を
生
ず
る
な
り
。
我
あ
り
と
は
自
己
の
名

聞
利
欲
を
先
に
し
て
、
後
に
病
者
に
臨
む
を
い
う
な
り
。
実
に

此
心
を
一
掃
せ
ね
ば
、
実
際
の
療
治
は
決
し
て
な
ら
ぬ
こ
と
な

り
。
其
実
際
の
療
治
と
い
う
は
此
の
徳
本
の
言
の
如
く
、
唯
一

途
に
私
の
心
を
去
て
、
人
の
病
苦
を
吾
身
に
拘
摂
し
て
他
を
顧

ず
、
見
れ
て
知
易
く
弁
易
き
者
に
応
じ
て
、
事
を
処
す
る
ま
で

の
こ
と
な
り
。
是
を
以
て
吾
医
の
道
を
修
め
る
要
は
、
唯
務
め

て
此
私
心
を
去
の
外
に
は
あ
る
べ
か
ら
ず
と
は
言
え
る
な
り
」

と
述
べ
て
い
る
。

『
革
諮
医
砥
」
の
中
に
み
ら
れ
る
彼
の
医
療
観
と
し
て
、
一
、

人
の
命
は
尊
く
重
い
も
の
で
あ
る
。
二
、
医
は
重
大
な
大
任
を

も
っ
て
い
る
。
三
、
勉
強
や
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
四
、
私
心

を
も
た
な
い
こ
と
。
五
、
言
行
一
致
・
内
外
一
致
。
六
、
医
技

は
つ
ね
に
訓
練
が
必
要
で
あ
る
、
七
、
病
治
は
人
の
病
苦
を
わ

が
身
に
引
き
受
け
て
行
う
こ
と
、
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
今
日
の
患
者
中
心
の
医
療
や
医
療
者
の

あ
る
べ
き
資
質
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。


