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江
戸
の
西
洋
医
学
所
に
勤
務
す
る
寄
合
医
師
添
田
玄
春
が
長
崎

に
留
学
し
た
こ
と
は
、
玄
春
の
日
記
を
は
じ
め
と
し
て
、
緒
方
洪

庵
の
書
簡
や
『
勤
仕
向
日
記
」
に
も
み
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
史
料
に
も
と
づ
い
て
、
玄
春
の
長
崎
留
学
に
つ
い
て
報
告

す
る
。西

洋
医
学
所
か
ら
明
日
御
用
の
義
が
あ
る
の
で
出
頭
す
る
よ
う

に
と
の
達
し
が
、
玄
春
の
も
と
に
届
い
た
の
は
文
久
三
年
（
一
八

六
三
）
正
月
六
日
の
夜
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
翌
七
日
医
学
所
に
出

頭
し
た
と
こ
ろ
長
崎
に
お
け
る
医
学
伝
習
の
指
示
が
あ
っ
て
、
八

日
四
シ
刻
に
お
城
へ
出
頭
す
る
よ
う
に
と
の
命
を
う
け
た
。

こ
の
日
玄
春
は
登
城
し
て
金
二
○
両
を
支
給
さ
れ
、
各
所
に
い

と
ま
ご
い
を
す
ま
せ
た
の
ち
、
同
月
二
○
日
に
長
崎
留
学
の
朱
印

状
を
う
け
た
。
こ
の
際
に
支
給
さ
れ
た
お
暇
金
は
、
そ
の
前
年
に

長
崎
留
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
緒
方
洪
哉
（
の
ち
の
惟
準
）
や
竹
内
玄
庵
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西
洋
医
学
所
医
師
添
田
玄
春
の
長
崎
留
学

深
瀬
泰
旦

（
の
ち
の
正
信
）
の
お
暇
金
四
○
両
、
合
力
米
一
五
○
俵
に
比
す
る

と
、
著
し
く
低
額
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
か
れ
ら
が
奥

医
師
の
悴
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

玄
春
は
正
月
二
○
日
に
「
先
触
れ
」
を
だ
し
て
準
備
を
と
と
の

え
た
。
そ
の
夜
緒
方
洪
庵
が
玄
春
宅
を
訪
問
し
て
壮
途
を
祝
し
て

く
れ
た
。
翌
二
一
日
の
朝
、
玄
春
は
お
お
く
の
親
戚
縁
者
に
見
送

ら
れ
て
江
戸
を
出
立
し
た
。
こ
の
日
、
空
は
晴
れ
上
が
っ
て
、
幸

先
よ
い
旅
日
和
で
あ
っ
た
。
新
八
、
き
く
な
ど
の
使
用
人
は
芝
口

ま
で
、
藤
井
玄
洋
、
又
四
郎
、
秀
次
郎
は
品
川
ま
で
見
送
り
に
出

た
。
玄
春
の
妻
奇
勢
子
の
実
家
筋
に
あ
た
る
江
沢
新
兵
衛
は
、
神

奈
川
ま
で
見
送
っ
て
別
れ
を
お
し
ん
だ
。
奥
の
細
道
の
旅
に
の
ぞ

ん
だ
松
尾
芭
蕉
を
見
送
っ
て
、
別
れ
を
お
し
ん
だ
弟
子
た
ち
の
姿

を
佑
佛
と
さ
せ
る
光
景
で
あ
る
。

二
月
七
日
づ
け
の
大
坂
か
ら
の
書
簡
が
留
守
宅
に
と
ど
き
、
二

月
一
九
日
に
玄
舂
は
長
崎
に
到
着
し
た
。
お
よ
そ
一
ヶ
月
の
旅
程

で
あ
っ
た
。

門
出
に
先
立
っ
て
玄
舂
は
弟
子
の
藤
井
玄
洋
を
留
守
中
の
代
診

医
に
指
名
し
た
。
そ
れ
を
う
け
て
そ
の
こ
ろ
の
官
医
は
法
体
に
な

る
と
い
う
慣
習
に
し
た
が
っ
て
、
玄
洋
は
剃
髪
し
た
。
幕
府
医
官
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添
田
氏
の
代
診
と
し
て
の
威
儀
を
正
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え

つ
（
》
Ｏ

玄
春
の
長
崎
に
お
け
る
医
学
伝
習
の
状
況
に
つ
い
て
記
録
し
た

文
書
は
披
見
す
る
機
会
が
な
い
。
こ
の
こ
ろ
の
長
崎
の
状
況
か
ら

推
測
す
る
と
、
ポ
ン
ペ
帰
国
後
の
後
任
と
し
て
医
学
所
で
教
鞭
を

と
っ
て
い
た
ボ
ー
ド
イ
ン
に
教
え
を
う
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
ろ
の
長
崎
養
生
所
は
、
松
本
良
順
の
後
任
と
し
て
頭
取

に
就
任
し
て
い
た
戸
塚
文
海
は
そ
の
人
柄
か
ら
生
徒
の
輿
望
を
う

し
な
っ
て
排
斥
さ
れ
、
校
内
は
収
拾
つ
か
な
い
状
況
に
お
ち
い
っ

て
い
た
の
で
、
こ
れ
を
治
め
る
と
の
任
務
を
に
な
っ
て
松
本
良
順

が
長
崎
に
乗
り
こ
む
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
み
る
と
玄

春
が
長
崎
に
到
着
し
た
二
月
、
三
月
ご
ろ
は
、
落
ち
つ
い
て
学
問

に
専
念
で
き
る
よ
う
な
状
況
で
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

さ
ら
に
生
麦
事
件
の
煽
り
を
う
け
て
イ
ギ
リ
ス
と
の
関
係
が
険

悪
と
な
り
、
ボ
ー
ド
イ
ン
や
伝
習
生
た
ち
に
帰
国
の
布
達
が
だ
さ

れ
て
い
る
の
で
、
玄
春
は
は
た
し
て
留
学
の
目
的
を
充
分
に
達
成

で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
玄
春
の
江
戸
帰
府
は
六
月
二
三
日
な
の
で
、

留
学
期
間
は
五
ヶ
月
ほ
ど
で
あ
る
が
、
往
復
に
二
ヶ
月
を
要
し
た

事
実
か
ら
、
長
崎
滞
在
は
お
よ
そ
三
ヶ
月
と
い
う
か
な
り
の
短
時

日
で
あ
っ
た
。

玄
春
以
後
の
上
領
玄
碩
や
坂
上
池
院
は
長
崎
伝
習
の
願
書
は
提

出
し
た
も
の
の
、
時
節
柄
派
遣
見
合
わ
せ
と
な
っ
た
の
で
、
玄
春

が
長
崎
留
学
の
望
み
が
叶
え
ら
れ
た
の
は
幸
運
で
あ
っ
た
と
い
っ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
留
学
期
間
が
こ
の
よ
う
な
短
期
間
に

お
わ
っ
た
の
は
、
穰
夷
の
実
行
を
せ
ま
ら
れ
た
幕
府
の
決
定
に
も

と
づ
く
伝
習
生
帰
国
の
布
達
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
順
天
堂
大
学
医
学
部
医
史
学
研
究
室
）


