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緒
方
洪
庵
と
添
田
玄
春

Ｉ
西
洋
医
学
所
頭
取
役
宅
の
新
築
を
め
ぐ
っ
て

〔
要
旨
〕
緒
方
洪
庵
と
添
田
玄
春
は
西
洋
医
学
所
頭
取
と
勤
務
医
師
と
し
て
、
洪
庵
が
頭
取
に
就
任
し
た
文
久
二
年
閏

八
月
か
ら
公
的
な
交
際
が
は
じ
ま
っ
た
。
こ
の
と
き
頭
取
屋
敷
は
未
完
成
の
た
め
、
医
学
所
の
長
屋
を
改
装
し
て
仮
役

宅
と
し
て
洪
庵
は
こ
こ
を
住
居
と
し
た
。
役
宅
の
新
築
を
早
急
に
完
成
さ
せ
る
べ
く
奔
走
し
な
が
ら
も
、
妻
子
の
出
府

に
あ
た
っ
て
間
に
合
わ
な
い
こ
と
も
想
定
し
て
、
玄
春
邸
を
借
受
け
る
心
積
で
玄
春
邸
の
下
見
に
お
も
む
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
役
宅
の
完
成
が
遅
延
し
た
の
は
、
将
軍
や
御
台
所
、
さ
ら
に
は
天
璋
院
が
麻
疹
に
罹
患
し
て
そ
の
治
療
に

専
念
し
た
こ
と
と
、
伊
東
玄
朴
の
罷
免
問
題
な
ど
が
お
お
き
く
作
用
し
た
も
の
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
洪
庵
の
忘
形
見
で

あ
る
三
女
七
重
と
大
槻
俊
斎
の
嗣
子
玄
俊
の
結
婚
に
さ
い
し
て
、
玄
春
は
す
ぐ
な
か
ら
ぬ
力
を
つ
く
す
と
い
う
私
的
な

交
際
も
み
ら
れ
た
。
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緒
方
洪
庵
が
奥
医
師
と
し
て
幕
府
に
召
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
討
死
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
悲
壮
な
覚
悟
を
い
だ
い
て
、
四

郎
〈
の
ち
の
惟
孝
）
た
だ
一
人
を
つ
れ
て
単
身
江
戸
に
下
っ
た
。
文
久
二
年
八
月
一
九
日
の
「
勤
仕
向
日
記
」
に
よ
る
と
、
こ
の
日
は

晴
れ
て
い
た
の
で
暑
さ
が
き
び
し
か
っ
た
が
、
夕
方
に
は
曇
っ
て
き
た
。

（
１
）

朝
七
ッ
過
金
川
出
立
。
九
シ
時
品
川
に
て
昼
飯
。
八
ッ
時
広
尾
屋
敷
に
着

と
あ
る
。
江
戸
入
り
を
前
に
し
て
一
夜
を
す
ご
し
た
神
奈
川
宿
を
た
っ
て
品
川
宿
で
昼
食
を
と
り
、
八
ッ
時
（
午
後
二
時
）
に
麻
布
南

部
坂
の
足
守
藩
下
屋
敷
に
到
着
し
、
そ
の
長
屋
を
一
軒
か
り
う
け
て
ま
ず
こ
こ
に
お
ち
つ
い
た
。
ゆ
っ
く
り
す
る
暇
も
な
く
二
日
後
の

二
一
日
に
は
登
城
し
て
奥
医
師
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
た
。
し
か
し
お
城
で
の
早
朝
か
ら
の
将
軍
拝
診
に
は
不
便
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、

翌
二
二
日
に
和
泉
橋
通
の
伊
東
玄
朴
邸
に
転
居
し
た
。

そ
れ
か
ら
一
○
日
ほ
ど
た
っ
た
閏
八
月
四
日
に
洪
庵
は
西
洋
医
学
所
頭
取
を
兼
任
し
た
が
、
頭
取
役
宅
が
ま
だ
完
成
し
て
い
な
か
っ

た
の
で
そ
の
ま
ま
玄
朴
邸
に
住
み
つ
づ
け
た
。
し
か
し
こ
の
こ
ろ
玄
朴
邸
で
は
養
子
玄
伯
の
妻
（
玄
朴
の
二
女
は
る
）
が
産
後
に
麻
疹

に
罹
患
し
て
、
胸
痛
や
咳
漱
が
は
な
は
だ
し
く
、
脳
症
も
併
発
し
て
殊
の
ほ
か
衰
弱
し
、
と
て
も
回
復
が
見
込
め
な
い
よ
う
な
状
態
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
洪
庵
の
若
党
や
陸
尺
な
ど
一
六
、
七
人
が
世
話
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
に
困
却
し

添
田
玄
春
の
長
崎
留
学
（
文
久
三
年
正
月
）
に
さ
き
だ
っ
て
、
西
洋
医
学
所
頭
取
役
宅
の
新
築
を
め
ぐ
っ
て
緒
方
洪
庵
と
添
田
玄
春

の
間
に
は
す
ぐ
な
か
ら
ぬ
交
渉
が
あ
っ
た
。
緒
方
洪
庵
の
「
勤
仕
向
日
記
」
と
緒
方
家
書
状
、
さ
ら
に
は
「
添
田
玄
春
日
記
」
に
も
と

づ
い
て
、
こ
の
両
者
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

緒
方
洪
庵
の
出
府

は
じ
め
に
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玄
春
の
長
崎
留
学
が
許
可
さ
れ
た
文
久
三
年
正
月
か
ら
は
、
こ
の
両
者
は
と
く
に
頻
繁
な
往
来
が
あ
っ
た
。
「
勤
仕
向
日
記
」
に
は
出

う
り
｝

発
前
の
多
忙
な
様
子
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

洪
庵
と
玄
春
の
最
初
の
出
会
い
は
い
つ
か
。
「
添
田
玄
春
日
記
」
（
以
下
「
添
田
日
記
」
と
し
る
す
）
に
お
け
る
洪
庵
初
出
は
文
久
三

（
３
）

年
正
月
一
九
日
で
あ
る
。
「
緒
方
洪
庵
表
座
敷
見
二
来
」
と
あ
っ
て
、
洪
庵
が
添
田
邸
の
下
検
分
に
き
た
こ
と
を
し
る
し
て
い
る
。

（
１
）

一
方
洪
庵
の
「
勤
仕
向
日
記
」
に
お
け
る
玄
春
の
初
出
は
文
久
三
年
正
月
七
日
で
、
玄
春
の
長
崎
留
学
が
決
定
し
た
日
の
記
事
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
以
前
に
ま
っ
た
く
交
渉
が
な
か
っ
た
と
は
か
ん
が
え
ら
れ
ず
、
洪
庵
が
江
戸
に
下
っ
て
西
洋
医
学
所
頭
取
に
就
任
し
た
文

久
二
年
閏
八
月
四
日
以
降
、
こ
の
両
者
に
は
職
場
を
同
じ
く
す
る
頭
取
と
医
師
と
し
て
の
交
際
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

以
前
か
ら
医
学
所
医
師
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
玄
春
が
、
大
槻
俊
斎
の
没
後
、
そ
の
後
任
と
し
て
頭
取
に
就
任
し
た
洪
庵
を
む
か
え
た

て
い
る
と
、
緒
方
拙
斎
あ
て
の
洪
庵
書
状
に
あ
る
（
文
久
二
年
閏
八
月
六
日
付
）
。
す
な
わ
ち

…
…
伊
東
の
宅
に
同
居
多
人
数
（
若
党
陸
尺
平
人
ど
も
ま
で
上
下
〆
十
六
七
人
也
）
世
話
に
相
成
居
ツ
マ
ラ
ヌ
も
の
二
在
之
、
万

（
２
）

事
不
自
由
。
其
上
大
病
人
ハ
有
之
、
甚
気
の
毒
千
万
、
大
に
困
却
い
た
し
居
申
候
。

こ
れ
以
上
の
迷
惑
は
か
け
ら
れ
な
い
の
で
一
日
で
も
早
く
伊
東
邸
を
出
た
い
と
思
っ
て
も
、
役
宅
が
ま
だ
完
成
し
て
い
な
い
の
で
そ
れ

も
思
う
に
任
せ
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
な
お
こ
の
伊
東
玄
伯
の
妻
は
閏
八
月
五
日
に
二
三
歳
で
死
亡
し
た
。
こ
の
と
き
玄
伯
は
オ
ラ
ン

単
身
赴
任
の
不
便
を
解
消
す
る
た
め
に
も
、
ま
た
生
来
さ
ほ
ど
頑
健
で
は
な
か
っ
た
健
康
上
の
理
由
か
ら
も
、
洪
庵
は
一
日
も
早
く
家
族

を
大
坂
か
ら
呼
び
よ
せ
た
い
と
願
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
は
家
族
の
住
い
と
な
る
役
宅
を
一
日
も
早
く
完
成
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

ダ
に
留
学
中
で
あ
っ
た
。

緒
方
洪
庵
と
添
田
玄
春
の
出
会
い
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洪
庵
の
妻
八
重
が
六
人
の
子
ど
も
た
ち
（
七
重
、
九
重
、
十
郎
、
十
重
、
収
二
郎
、
重
三
郎
）
と
使
用
人
を
引
き
つ
れ
て
、
総
勢
一

（
７
）

○
人
で
文
久
三
年
三
月
九
日
に
大
坂
を
た
ち
、
江
戸
に
到
着
し
た
の
は
三
月
二
三
日
で
あ
っ
た
。
妻
子
の
出
府
は
多
忙
な
毎
日
を
過
ご

し
て
い
た
洪
庵
の
気
持
を
癒
し
て
く
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
と
き
、
洪
庵
が
危
倶
し
て
い
た
よ
う
に
役
宅
は
ま
だ
完
成
し

玄
春
の
長
崎
留
学
に
は
洪
庵
の
強
力
な
推
挙
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
が
、
も
ち
ろ
ん
玄
春
の
蘭
学
が
そ
れ
に
価
す
る
だ
け
の
力
量

を
も
っ
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
’
）

を
出
発
し
た
。

（
正
月
七
日
）
。

（
マ
マ
）

伝
習
行
五
人
良
順
、
宗
端
、
元
春
、
玄
庵
、
洪
哉
之
御
朱
印
下
害
北
角
よ
り
相
渡
、
（
正
月
九
且
。

川
嶋
宗
端
、
添
田
玄
春
、
竹
内
玄
庵

右
三
人
、
此
度
、
良
順
同
道
、
出
立
。
陸
路
長
崎
へ
罷
越
候
様
被
仰
付
。
（
正
月
十
五
日
）
。

医
学
所
十
両
巳
下
之
御
買
上
も
の
伺
書
並
添
田
玄
春
御
取
越
米
願
書
北
角
十
郎
兵
衛
え
差
出
ス
。
〈
正
月
十
六
日
）
。

玄
春
が
御
朱
印
を
拝
領
す
る
な
ど
、
出
発
前
の
諸
手
続
に
多
忙
を
き
わ
め
て
い
る
様
子
は
「
添
田
日
記
」
に
も
み
え
る
。
す
な
わ
ち

正
月
六
日
条
に
「
医
学
所
よ
り
明
日
御
用
之
義
二
付
可
罷
出
旨
達
来
、
請
書
遣
ス
」
と
あ
っ
て
、
新
し
い
特
別
な
仕
事
が
目
前
に
あ
る

こ
と
を
思
わ
せ
る
。
翌
正
月
七
日
五
シ
時
に
玄
春
が
医
学
所
に
出
頭
し
た
と
こ
ろ
、
長
崎
医
学
伝
習
の
内
意
が
つ
た
え
ら
れ
た
。
そ
れ

か
ら
あ
わ
た
だ
し
い
準
備
の
日
々
が
つ
づ
い
て
、
正
月
一
二
日
に
「
勤
仕
向
日
記
」
の
記
述
と
は
異
な
り
単
身
で
陸
路
を
と
っ
て
江
戸

て
い
な
か
っ
た
。

緒
方
洪
庵
妻
子
の
出
府

明
八
日
添
田
玄
春
御
暇
二
て
御
用
召
之
事
可
達
旨
、
丹
波
殿
被
仰
渡
よ
し
、
十
郎
兵
衛
よ
り
達
ス
。
帰
宅
後
、
早
々
同
人
へ
達
す
。
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ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
の
「
日
記
」
に
よ
る
と

江
戸
湾
の
入
口
に
あ
た
る
浦
賀
で
も
、
ひ
と
ぴ
と
は
恐
怖
に
お
の
の
い
て
お
り
、
い
っ
さ
い
の
家
財
道
具
を
東
海
道
に
面
し
た
保
土
ケ

谷
へ
は
こ
び
出
し
て
い
る
。
横
浜
の
居
留
地
で
も
不
安
が
た
か
ま
り
、
た
え
ず
集
会
が
ひ
ら
か
れ
、
居
留
民
の
安
全
を
保
証
す
る

（
制
）

の
が
、
関
係
当
局
の
義
務
で
あ
る
と
い
う
決
議
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

英
国
艦
隊
が
味
方
で
あ
る
は
ず
の
居
留
民
た
ち
で
さ
え
こ
の
よ
う
な
混
乱
し
た
状
況
で
あ
っ
た
の
で
、
ま
し
て
当
面
の
敵
で
あ
る
江

戸
市
民
た
ち
の
周
章
狼
狽
ぶ
り
は
い
う
ま
で
も
な
い
・

洪
庵
と
て
も
こ
の
よ
う
な
状
況
の
埒
外
に
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
洪
哉
あ
て
の
書
状
（
文
久
三
年
三
月
三
○
日
付
）
に
も

英
国
艦
横
浜
二
渡
来
、
不
容
易
応
接
、
既
に
戦
争
二
も
可
及
勢
ヒ
ニ
て
、
市
中
老
少
俄
二
近
在
近
国
に
立
越
、
諸
家
奥
向
不
残
引

（
９
）

払
一
一
相
成
、
誠
二
騒
々
敷
世
柄
大
二
心
配
罷
在
候

と
あ
る
。
事
実
洪
庵
は
「
英
国
渡
来
二
付
家
族
立
退
場
願
書
」
を
三
月
二
八
日
に
頭
取
越
中
守
に
提
出
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
武
蔵
国

大
混
乱
に
お
ち
い
っ
て
い
た
。

こ
の
こ
ろ
の
江
戸
の
世
情
は
、
生
麦
事
件
が
い
ま
だ
解
決
せ
ず
、
わ
が
国
と
イ
ギ
リ
ス
と
の
関
係
は
に
わ
か
に
緊
張
し
、
戦
闘
勃
発

の
お
そ
れ
も
あ
る
最
悪
の
事
態
に
な
っ
て
い
た
。
二
月
一
九
日
に
は
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
八
隻
が
横
浜
に
入
港
し
て
、
本
国
か
ら
の
訓
令
を

も
た
ら
し
た
。
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
イ
ギ
リ
ス
公
使
代
理
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ジ
ョ
ン
・
ニ
ー
ル
は
、
十
分
な
誠
意
を
こ
め
た
謝
罪
と
賠
償

金
一
○
万
ポ
ン
ド
の
支
払
い
を
二
○
日
後
ま
で
に
支
払
う
こ
と
を
幕
府
に
要
求
し
、
さ
ら
に
は
生
麦
事
件
の
首
謀
者
を
と
ら
え
て
、
そ

の
首
を
は
ね
る
こ
と
を
即
座
に
実
行
す
べ
き
で
あ
る
と
せ
ま
っ
た
。
そ
し
て
も
し
こ
れ
が
実
行
に
移
さ
れ
な
け
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
艦
隊

は
武
力
行
使
も
辞
さ
な
い
と
の
構
え
を
み
せ
た
。

大
目
付
酒
井
但
馬
守
忠
行
は
戦
端
が
ひ
ら
か
れ
る
危
機
を
目
前
に
し
て
、
幕
臣
た
る
も
の
身
命
を
な
げ
う
っ
て
ご
恩
に
報
い
る
べ
し

と
の
徴
を
と
ば
し
た
。
大
目
付
か
ら
の
達
し
を
う
け
た
大
名
や
旗
本
の
動
揺
は
は
げ
し
か
っ
た
。
そ
の
動
き
を
察
知
し
て
江
戸
市
中
は
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（
川
〉

府
中
駅
の
織
田
兵
部
方
へ
「
私
家
族
共
時
宜
二
寄
当
分
ノ
内
差
遣
置
申
度
」
と
の
希
望
を
の
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
緊
迫
し
た
情
勢
の
中
で
八
重
た
ち
は
江
戸
に
到
着
し
た
。
そ
れ
を
し
っ
た
添
田
家
で
は
当
主
玄
春
が
長
崎
留
学
で
留
守

中
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
さ
っ
そ
く
緒
方
家
に
挨
拶
に
お
も
む
い
た
。
三
月
二
三
日
の
「
添
田
日
記
」
に
は

あ
い
さ
つ
に
行
、
藤
供
ニ
テ
緒
方
へ
大
菓
子
折
、
池
田
へ
中
折
、
月
岡
へ
小
折

緒
方
奥
方
今
日
京
都
よ
り
着
し
候
由
二
付
、
先
の
約
束
ゆ
へ
此
方
表
座
敷
へ
参
り
候
様
申
遣
ス
、
留
守
之
由
也

と
あ
る
。
頭
取
で
あ
る
洪
庵
、
諸
事
万
端
を
取
仕
切
っ
て
く
れ
て
い
る
池
田
多
仲
、
そ
し
て
俗
事
役
で
あ
る
月
岡
勝
次
郎
に
た
い
し
て

菓
子
折
を
持
参
し
て
挨
拶
に
お
も
む
い
た
。
主
語
を
欠
い
て
い
る
が
、
出
か
け
た
の
は
執
事
自
身
と
考
え
ら
れ
る
。
医
学
所
で
の
序
列

に
し
た
が
っ
て
菓
子
折
の
大
き
さ
が
次
第
に
小
さ
く
な
っ
て
い
る
の
が
お
も
し
ろ
い
。
律
儀
な
執
事
の
性
格
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る

と
も
い
え
よ
う
。
八
重
た
ち
が
無
事
江
戸
に
つ
い
た
こ
と
に
た
い
す
る
喜
び
の
挨
拶
ば
か
り
で
な
く
、
西
洋
医
学
所
か
ら
の
推
薦
で
実

現
を
み
た
玄
春
の
長
崎
留
学
の
お
礼
の
意
味
も
ふ
く
ま
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

六
月
七
日
に
も
、
執
事
は
使
用
人
行
蔵
に
緒
方
、
池
田
、
月
岡
の
も
と
に
暑
中
見
舞
に
行
か
せ
た
。
こ
の
と
き
緒
方
へ
は
「
く
わ
し

折
遣
ス
」
と
あ
る
が
、
他
の
二
人
に
な
に
を
お
く
っ
た
か
、
そ
の
記
載
は
な
い
。
手
ぶ
ら
で
挨
拶
に
で
か
け
る
と
は
思
え
な
い
。
さ
き

の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
に
菓
子
折
を
持
参
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
．

八
重
親
子
が
江
戸
に
到
着
し
た
と
き
、
添
田
家
か
ら
は
執
事
を
と
お
し
て
「
さ
き
の
お
約
束
の
と
お
り
、
ぜ
ひ
表
座
敷
を
お
使
い
い

た
だ
き
た
い
」
と
洪
庵
に
申
し
い
れ
た
。
「
さ
き
の
お
約
束
」
と
は
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
奥
医
師
に
任
官
し
、
幾
ば
く
も
な
く
し
て
西
洋
医
学
所
頭
取
を
兼
任
す
る
よ
う
に
な
っ
た
洪
庵
は
、
伊
東
玄
朴
の
屋
敷
で
い
わ

ば
居
候
の
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
ろ
伊
東
家
で
は
息
子
玄
伯
の
妻
が
大
病
で
あ
る
う
え
に
、
洪
庵
に
つ
か
え
る
供
回
り
の

も
の
も
大
人
数
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
伊
東
家
に
か
け
る
迷
惑
も
考
え
て
、
一
日
も
早
く
医
学
所
頭
取
役
宅
へ
の
移
転
を
意
図
し
て
い

先
佗
○
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＃
１
、
刑

こ
れ
に
よ
れ
ば
あ
ら
た
に
医
学
所
の
用
地
に
な
っ
た
一
部
は
洪
庵
の
役
宅
建
設
用
地
と
し
て
使
用
し
、
残
り
は
医
学
所
で
使
用
し
て

よ
ろ
し
い
と
い
う
若
年
寄
堀
出
雲
守
之
敏
か
ら
の
達
し
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
指
示
が
あ
り
な
が
ら
事
態
は
一
向
に
進
捗
せ

ず
、
い
つ
に
な
っ
た
ら
役
宅
が
建
設
さ
れ
る
も
の
や
ら
見
通
し
は
立
た
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
れ
以
上
玄
朴
に
迷
惑
を
か
け
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
の
で
、
役
宅
が
新
築
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
医
学
所
内
の
家
作
に
手
を
加
え
て
仮
役
宅
に
し
た
い
と
、
伊
東
玄
朴
の
名
義
で

（
脳
）

上
申
し
た
と
こ
ろ
、
九
月
朔
日
に
そ
の
許
可
が
お
り
た
。

そ
こ
で
早
速
そ
の
家
作
に
一
部
手
を
加
え
て
九
月
一
二
日
（
あ
る
い
は
一
九
日
と
も
い
う
）
に
移
転
し
た
。

「
勤
仕
向
日
記
」
に
は
頭
取
尾
島
大
和
守
へ
提
出
し
た
届
書
と
し
て

奥
御
医
師

と
は
い
っ
て
も
そ
の
こ
ろ
頭
取
役
宅
は
存
在
せ
ず
、
早
急
に
建
築
に
取
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
洪
庵
の
江
戸
出
府
の
翌

月
文
久
二
年
閏
八
月
に
は
医
学
所
に
、
隣
接
す
る
鳥
居
織
部
と
正
木
助
次
郎
屋
敷
を
医
学
所
所
有
地
と
す
る
の
で
、
そ
の
一
部
に
屋
敷

を
新
築
し
て
よ
ろ
し
い
と
の
許
可
が
お
り
た
。
そ
こ
で
以
下
の
よ
う
な
書
類
を
作
事
奉
行
に
提
出
し
た
。

医
学
所
続
鳥
居
織
部
正
木
助
次
郎
屋
敷
此
度
医
学
所
へ
囲
込
ニ
相
成
右
地
所
之
内
緒
方
洪
庵
江
拝
借
被
仰
付
候
間
坪
数
相
応
相
渡

残
地
は
医
学
所
御
用
地
二
可
被
致
候
尤
御
作
事
奉
行
江
可
談
旨
出
雲
守
殿
被
仰
渡
候
依
之
御
達
申
候

私
儀
先
達
而
よ
り
伊
東
長
春
院
宅
に
同
居
仕
罷
在
候
処
手
狭
二
付
当
分
之
内
医
学
所
内
二
仮
住
居
仕
度
旨
奉
願
候
処
願
之
通
被

閏
八
月

奥
御
医
師

伊
東
長
春
院

林
緒
方
洪
庵

（
Ⅲ
）

［
何
毎

以
上
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お
よ
ん
で
い
る
。

今
十
九
日
医
学
所
へ
引
移
ル

と
あ
る
の
で
、
さ
き
の
書
類
の
文
言
と
は
異
な
っ
て
実
際
に
は
一
九
日
に
転
居
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

洪
庵
は
な
ん
と
か
早
く
役
宅
を
完
成
し
た
い
と
ね
が
っ
て
い
た
。
そ
の
様
子
は
閏
八
月
二
六
日
付
の
緒
方
拙
斎
あ
て
書
状
に
お
お
き

な
期
待
を
か
け
て
い
る
の
が
よ
み
と
れ
る
。

掴
拙
老
も
其
後
今
月
十
六
日
御
用
召
二
て
別
紙
之
通
り
被
仰
付
候
二
付
て
は
、
前
居
之
人
立
退
キ
次
第
、
普
請
に
取
懸
り
可
申
心

得
二
御
座
候
。
尤
モ
元
卜
の
家
作
も
有
之
事
故
、
譲
渡
之
示
談
も
出
来
可
申
歎
、
未
タ
何
と
も
相
分
り
不
申
。
夫
レ
ま
て
の
処
医

（
Ｍ
）

学
所
内
仮
り
住
居
い
た
し
候
積
り
。

（
Ⅱ
）

「
今
月
十
六
日
御
用
召
に
て
別
紙
之
通
り
」
の
別
紙
と
は
、
さ
き
に
の
べ
た
囲
込
許
可
の
文
書
で
あ
る
。
そ
こ
に
住
む
人
が
立
退
き
次

第
普
請
に
か
か
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
医
学
所
内
に
仮
役
宅
を
お
く
つ
も
り
で
あ
る
と
い
う
。

九
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
は
医
学
所
普
請
掛
に
池
田
多
仲
を
ふ
く
む
三
人
が
選
定
さ
れ
な
が
ら
も
、
事
態
は
一
向
に
進
展
し
て
い

な
い
・
役
宅
の
新
築
ど
こ
ろ
か
、
役
宅
の
模
様
替
さ
え
も
ま
ま
な
ら
な
い
様
子
は
、
城
内
で
再
三
に
わ
た
っ
て
北
角
十
郎
兵
衛
に
依
頼

し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
勤
仕
向
日
記
」
に
は
こ
の
年
（
文
久
二
年
）
の
暮
ま
で
の
間
に
「
医
学
所
頭
取
役
宅
」

の
新
築
に
つ
い
て
各
方
面
に
手
を
ま
わ
し
て
、
一
日
も
早
い
完
成
を
念
願
し
て
い
る
様
子
が
よ
み
と
れ
る
。

す
な
わ
ち
九
月
二
○
日
に
は
高
木
幸
次
郎
に
た
い
し
、
医
学
所
の
普
請
掛
と
し
て
池
田
多
仲
を
く
わ
え
て
も
ら
い
た
い
と
の
催
促
に

仰
付
候
二
付
昨
十
二
日
右
医
学
所
に
引
移
り
申
候
依
之
御
届
申
上
候
以
上

（
卿
）

九
月
十
三
日

が
み
え
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
公
的
に
は
一
二
日
に
移
転
し
た
と
す
べ
き
だ
が
、
し
か
し
そ
の
六
日
後
の
一
九
日
の
「
勤
仕
向
日
記
」
に

は
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こ
の
よ
う
に
遅
々
と
し
て
進
展
し
な
い
の
は
、
営
中
に
お
い
て
麻
疹
の
流
行
が
み
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
「
勒
仕
向
日
記
」
一
○
月
二
四
日
条
に

御
台
様
御
麻
疹
二
付
今
日
惣
御
診
。

夕
方
御
上
御
麻
疹
御
模
様
二
付
、
明
日
六
シ
時
惣
御
診
被
仰
出
候
旨
、
駿
河
守
相
達
ス
。

と
あ
る
よ
う
に
、
将
軍
家
茂
と
御
台
所
の
靜
寛
院
宮
が
麻
疹
に
罹
患
し
た
。
そ
の
全
快
祝
い
が
お
こ
わ
れ
る
と
、
そ
の
後
幾
ば
く
も
な

く
し
て
今
度
は
二
月
九
日
に
天
璋
院
が
麻
疹
に
罹
患
し
た
。
こ
の
よ
う
な
非
常
事
態
に
は
洪
庵
を
は
じ
め
奥
医
師
た
ち
は
ほ
と
ん
ど

詰
め
き
り
で
看
護
に
あ
た
る
の
で
、
き
わ
め
て
多
忙
な
日
々
を
す
ご
す
こ
と
に
な
る
。

将
軍
始
め
奥
向
き
の
人
々
の
麻
疹
が
一
段
落
し
た
こ
ろ
、
こ
ん
ど
は
伊
東
玄
朴
の
奥
医
師
罷
免
問
題
が
発
生
し
た
。
こ
と
の
お
こ
り

は
竹
内
玄
同
と
林
洞
海
が
翻
訳
し
た
書
物
を
、
玄
朴
が
息
子
の
伊
東
方
成
の
名
で
ひ
ろ
く
布
達
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
不
正

を
松
本
良
順
が
あ
ば
い
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
玄
朴
が
罷
免
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
文
久
二
年
か
ら
同
三
年
に
か
け
て
は
新
設
さ
れ
た
歩
兵
屯
所
に
派
遣
す
る
医
師
の
選
考
問
題
が
浮
上
し
、
こ
れ
と
平
行
し
て

添
田
玄
春
を
は
じ
め
、
川
嶋
宗
端
や
竹
内
玄
庵
な
ど
医
学
所
医
師
の
長
崎
留
学
生
の
人
選
に
腐
心
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
洪
庵
は
ま
さ

に
身
体
が
い
く
つ
あ
っ
て
も
足
り
な
い
ほ
ど
の
多
忙
の
日
々
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
多
岐
に
わ
た
る
公
的
事
務
が
山
積
し
て
い
る
間

を
ぬ
っ
て
、
役
宅
問
題
は
北
角
十
郎
兵
衛
へ
の
度
重
な
る
依
頼
と
い
う
形
で
行
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
「
勤
仕
向
日
記
」
に
は

と
あ
る
。 高

木
幸
次
郎
へ
医
学
所
御
普
請
懸
り
ニ
池
田
多
仲
を
加
へ
度
旨
及
催
促

と
あ
り
、
こ
れ
が
決
定
し
た
旨
の
届
書
は
二
月
七
日
に
な
っ
て
は
じ
め
て
提
出
す
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
ま
た
一
○
月
二
日
に

は

医
学
所
囲
込
地
所
袋
丁
ノ
場
所
囲
込
ミ
願
書
一
通
願
済
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出
勤
前
、
北
角
十
郎
兵
衛
へ
尋
面
会
。
御
役
宅
御
模
様
替
之
事
頼
置
。

御
役
宅
御
模
様
替
願
書
案
文
、
十
郎
兵
衛
よ
り
返
却
。
早
々
清
書
い
た
し
、
可
差
出
旨
達
ス
。
二
二
月
二
四
且
。

と
あ
っ
て
、
遅
々
と
し
て
進
捗
し
な
い
状
況
が
し
る
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
北
角
十
郎
兵
衛
と
い
う
名
は
洪
庵
の
「
勤
仕
向
日
記
」
に
は
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
歩
兵
屯
所
の
発
足
に
あ
た
っ
て
そ
れ
に
附

属
す
る
医
師
の
推
薦
状
は
、
北
角
十
郎
兵
衛
の
手
を
へ
て
若
年
寄
田
沼
玄
蕃
頭
意
尊
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
文
久
年
間
に
は
医
学
所
の

機
構
が
拡
大
さ
れ
て
若
年
寄
や
目
付
の
な
か
に
「
医
学
所
掛
」
の
存
在
が
み
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
お
り
に
、
医
学
所
掛
俗
事
役

の
一
人
に
こ
の
北
角
十
郎
兵
衛
の
名
が
み
え
る
。

（
胴
）

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
に
よ
る
と
、
北
角
氏
は
家
康
の
代
に
御
家
人
に
召
抱
え
ら
れ
、
の
ち
に
御
数
寄
屋
坊
主
を
つ
と
め
た
。
そ
の
六

代
の
子
孫
が
勝
有
で
あ
り
、
は
じ
め
御
数
寄
屋
坊
主
を
つ
と
め
て
い
た
が
、
の
ち
奥
坊
主
組
頭
に
昇
進
し
た
。
か
ね
て
か
ら
医
術
を
学

（
肥
）

ん
で
い
た
の
で
御
広
敷
の
療
養
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
後
同
朋
に
昇
進
し
て
拝
謁
の
栄
を
た
ま
わ
っ
た
。

『
徳
川
実
紀
」
の
元
文
二
年
閏
二
月
朔
日
条
に
も

奥
坊
主
北
角
久
琢
勝
有
は
医
薬
に
精
き
旨
聞
し
め
さ
れ
、
奥
組
頭
並
仰
付
ら
れ
、
薬
局
の
事
つ
か
ふ
ま
つ
り
、
侍
医
の
門
に
い
り
、

（
Ⅳ
）

ひ
ろ
く
治
療
を
も
施
す
べ
し
と
な
り

と
あ
る
。
ま
た
延
享
四
年
五
月
四
日
条
に

こ
の
勝
有
、
は
や
く
よ
り
医
学
を
好
み
、
治
療
に
も
く
は
し
く
、
御
養
生
の
事
に
よ
り
、
し
ば
し
ば
建
白
せ
し
事
ど
も
多
か
り
し

か
ぱ
、
奥
医
数
原
通
玄
尚
白
が
弟
子
に
命
ぜ
ら
れ
、
後
閤
の
治
療
を
も
仰
付
ら
れ
し
に
、
こ
と
に
こ
こ
ろ
い
れ
精
勤
せ
し
ゅ
へ
、

（
鵬
）

か
く
抜
擢
せ
ら
れ
し
と
ぞ
聞
え
し

と
あ
っ
て
、
早
く
か
ら
医
療
と
の
接
点
が
み
と
め
ら
れ
る
家
柄
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
孫
の
仙
次
郎
資
順
の
代
に
な
る
と
支
配
勘
定
に

な
っ
て
、
医
療
と
の
関
係
は
う
し
な
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
孫
に
あ
た
る
の
が
十
郎
兵
衛
で
あ
り
、
祖
父
が
徒
目
付
に
な
っ
て
い
る
の
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で
、
こ
れ
も
医
療
関
係
と
は
縁
の
な
い
職
務
に
つ
い
て
い
た
。
し
か
し
先
祖
が
医
術
や
医
療
に
関
係
が
あ
っ
た
と
い
う
経
歴
に
よ
っ
て
、

早
く
か
ら
医
学
所
関
連
の
職
務
に
つ
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

文
久
三
年
に
な
る
と
「
勤
仕
向
日
記
」
に
医
学
所
役
宅
新
築
に
つ
い
て
の
記
事
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
緒
方
富

（
旧
）

雄
の
作
成
に
な
る
「
緒
方
洪
庵
年
譜
」
に
は
文
久
二
年
一
二
月
七
日
か
ら
頭
取
役
宅
の
造
作
が
は
じ
ま
り
、
翌
年
三
月
初
め
ご
ろ
完
成（

鋤
）

し
た
と
し
て
い
る
が
、
一
方
洪
庵
の
書
状
に
は
「
拙
者
御
役
宅
の
近
々
御
普
請
始
り
可
申
、
い
づ
れ
来
月
中
に
は
成
就
可
致
と
被
存
候
」

と
あ
っ
て
、
こ
の
時
期
ま
だ
建
築
に
と
り
か
か
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

（
割
）

こ
れ
が
一
月
二
三
日
付
の
書
状
に
は
「
御
役
宅
も
未
だ
御
普
請
成
就
に
不
相
成
候
へ
と
も
、
来
月
中
に
は
出
来
上
り
可
申
と
存
候
」

と
あ
っ
て
、
一
月
下
旬
に
は
す
で
に
普
請
に
か
か
っ
て
二
月
中
に
は
完
成
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
進
展
し
た
。
「
来
月
三

月
）
中
に
は
」
な
ん
と
か
完
成
す
る
の
で
は
な
い
か
と
楽
観
的
な
観
測
を
い
だ
い
て
い
た
洪
庵
で
は
あ
っ
た
が
、
は
た
し
て
こ
の
よ
う

に
上
手
く
運
ぶ
か
ど
う
か
、
内
心
で
は
い
さ
さ
か
危
倶
の
念
を
抱
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

単
身
赴
任
の
洪
庵
に
と
っ
て
は
一
日
も
早
く
妻
子
を
大
坂
か
ら
呼
び
よ
せ
た
い
と
願
っ
て
い
た
が
、
家
族
が
落
ち
つ
け
る
役
宅
が
完

成
し
な
い
こ
と
に
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
お
よ
そ
の
完
成
日
を
予
測
し
て
早
く
出
府
す
る
よ
う
に
と
大
坂
に
い
る
妻
八

重
あ
て
に
催
促
の
書
状
を
し
た
た
め
る
一
方
、
役
宅
が
未
完
成
の
場
合
も
想
定
し
て
、
家
族
の
落
着
く
先
と
し
て
医
学
所
の
近
隣
に
あ

る
添
田
玄
春
邸
の
表
座
敷
を
借
受
け
る
心
づ
も
り
を
も
っ
て
い
た
。

た
と
ひ
成
就
に
不
相
成
と
も
、
此
度
長
崎
へ
下
り
候
添
田
の
宅
近
所
に
て
広
く
候
故
、
事
に
よ
り
借
り
可
申
や
く
そ
く
の
い
た
し

（
副
｝

置
候
間
、
心
配
の
及
ひ
不
申
、
用
意
さ
へ
調
候
は
、
早
々
出
立
可
被
致
候

と
さ
き
の
八
重
あ
て
の
書
状
に
あ
る
ｃ
た
と
え
役
宅
が
完
成
し
て
い
な
く
と
も
西
洋
医
学
所
に
近
い
添
田
邸
を
借
り
う
け
る
約
束
を
し

て
い
る
の
で
、
心
配
な
く
早
々
に
大
坂
を
た
つ
よ
う
に
と
促
し
て
い
る
。

洪
庵
は
文
久
三
年
正
月
一
九
日
に
玄
春
邸
を
下
見
に
い
っ
た
。
こ
の
日
の
「
添
田
日
記
」
に
は
「
緒
方
洪
庵
表
座
敷
見
二
来
」
と
簡
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あ
る
。

は
、
洪
圭

て
い
る
。

文
久
三
年
六
月
一
○
円

時
ほ
ど
昼
寝
を
し
た
後
に

潔
に
し
る
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
洪
庵
の
意
図
を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
真
意
は
さ
き
の
書

状
に
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。
長
崎
留
学
へ
の
出
立
を
二
日
後
に
ひ
か
え
た
玄
春
は
、
そ
の
準
備
に
多
忙
を
極
め
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、

洪
庵
を
快
く
む
か
え
て
、
受
入
れ
の
さ
い
の
手
筈
万
端
を
打
合
わ
せ
た
に
ち
が
い
な
い
。
洪
庵
も
「
こ
れ
な
ら
大
丈
夫
」
と
の
感
触
を

え
た
か
ら
こ
そ
、
さ
き
の
よ
う
な
書
状
を
八
重
の
も
と
に
書
き
お
く
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
翌
二
○
日
に
も
洪
庵
は
ふ
た
た
び
玄
春
宅
を

お
と
づ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
日
は
む
し
ろ
長
崎
留
学
へ
の
出
立
の
祝
い
を
か
ね
て
激
励
に
お
も
む
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
ろ
西
洋
医
学
所
は
和
泉
橋
通
か
ら
東
に
は
い
っ
た
道
路
に
面
し
て
お
り
、
玄
春
邸
は
同
じ
和
泉
橋
通
の
南
に
よ
っ
た
藤
堂
和

泉
守
邸
の
裏
門
前
に
あ
っ
た
の
で
、
家
族
を
住
ま
わ
せ
る
に
は
至
極
都
合
の
い
い
指
呼
の
距
離
に
位
置
し
て
い
た
。

あ
れ
ほ
ど
望
ん
で
い
た
役
宅
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
完
成
を
み
る
こ
と
な
く
洪
庵
は
仮
役
宅
で
息
を
ひ
き
と
っ
た
。
そ
の
と
き
の
様
子

、
洪
庵
死
亡
の
お
よ
そ
二
ヶ
月
後
の
八
月
五
日
に
、
名
塩
の
実
家
に
い
る
妹
億
川
ふ
く
宛
の
八
重
書
状
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
し
る
さ
れ

（
”
幸

坪
井
よ
り
の
書
状
御
覧
の
処
、
俄
に
せ
き
続
出
、
そ
れ
よ
り
口
中
へ
も
ほ
〔
は
〕
な
へ
も
血
沢
山
出

た
の
で
、
た
だ
ち
に
薬
湯
を
投
与
し
た
が
効
果
な
く
死
に
至
っ
た
。
こ
れ
は
洪
庵
夫
人
八
重
の
日
記
に
し
る
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

緒
方
洪
庵
の
死

此
家
も
大
変
の
時
に
は
ま
た
普
請
中
に
而
、
長
屋
よ
り
そ
ふ
し
き
も
出
す
事
に
て
、
よ
ふ
よ
ふ
二
七
日
に
本
家
に
移
り
、
今
に
而

｛
型
）

は
新
し
き
家
な
り
、
土
蔵
も
有
、
ま
事
に
ひ
ろ
ひ
ろ
と
致
居
候
、
今
の
屋
敷
を
御
父
上
様
に
御
覧
入
度
存
候

○
日
、
洪
庵
は
こ
の
日
、
早
朝
か
ら
歯
痛
が
あ
っ
た
。
昼
か
ら
の
出
勤
に
そ
な
え
昼
食
も
常
の
ご
と
く
と
り
、
半
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六
月
二
三
日
に
戸
塚
静
珀
と
大
槻
玄
俊
、
緒
方
洪
哉
、
添
田
玄
春
の
四
人
が
長
崎
留
学
か
ら
帰
府
し
た
お
り
に
、
本
来
な
ら
洪
庵
へ

御
朱
印
状
を
返
納
す
べ
き
と
こ
ろ
、
「
同
人
大
病
中
に
付
」
竹
内
玄
同
に
指
出
す
よ
う
に
と
の
指
示
が
あ
っ
た
。

伝
習
之
者
大
槻
玄
俊
緒
方
洪
斎
添
田
四
人
同
道
、
御
朱
印
は
医
学
所
緒
方
洪
庵
へ
差
出
相
納
取
扱
頼
可
申
処
、
同
人
大

（
露
）

病
中
二
付
、
竹
内
渭
川
院
え
明
二
四
日
四
時
迄
二
持
参
差
出
可
申
旨
、
医
学
所
よ
り
良
順
指
図
一
一
而
申
来

こ
れ
は
洪
庵
死
亡
後
の
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
表
向
き
に
は
病
気
引
込
中
な
の
で
朱
印
状
は
竹
内
玄
同
に
提
出
す
る
よ
う
に
と
の
指
示

で
あ
る
。
「
添
田
日
記
」
に
も
朱
印
状
を
提
出
し
た
と
の
記
事
が
み
え
て
、
き
き
の
指
示
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
病
気
届
が
い
つ
死
亡

届
に
転
換
し
た
か
に
つ
い
て
の
史
料
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
管
見
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

し
か
し
さ
き
の
「
戸
塚
靜
海
日
記
」
の
文
久
三
年
一
二
月
二
六
日
条
に
「
今
日
松
本
良
順
奥
医
師
に
被
仰
付
候
」
と
あ
り
、
「
添
田
日

記
」
の
文
久
三
年
一
二
月
二
八
日
の
条
に
も
「
麹
町
松
本
奥
医
師
被
仰
付
候
二
付
松
魚
節
一
口
祝
遣
ス
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
良

順
が
こ
の
と
き
に
奥
医
師
を
仰
付
け
ら
れ
た
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
複
数
制
を
と
る
奥
医
師
に
関
し
て
の
就
任
を
の
べ

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
医
学
所
頭
取
に
つ
い
て
た
だ
ち
に
こ
れ
に
準
ず
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

梅
渓
昇
は
「
松
本
良
順
医
学
所
頭
取
旧
臘
被
仰
付
候
二
付
」
と
の
「
戸
塚
靜
海
日
記
」
文
久
四
年
二
月
八
日
の
記
事
を
ひ
い
て
、

（
郡
）

良
順
の
医
学
所
頭
取
任
命
は
、
お
そ
ら
く
文
久
三
年
十
二
月
二
十
六
日
奥
医
師
任
命
と
同
時
に
兼
帯
を
命
じ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
の
べ
て
い
る
。
頭
取
任
命
に
つ
い
て
の
史
料
が
み
ら
れ
な
い
現
状
で
は
、
両
役
同
時
に
任
命
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
訓
）

病
気
届
を
提
出
し
た
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
新
築
の
役
宅
に
移
っ
た
の
は
、
洪
庵
の
死
後
一
ヶ
月
半
た
っ
た
七
月
二
七
日
の
こ
と
で
あ
る
。

洪
庵
が
急
死
し
た
と
き
玄
春
は
長
崎
か
ら
帰
府
し
た
直
後
の
こ
と
で
、
添
田
か
ら
は
な
ん
ら
か
の
応
接
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
が
、

「
添
田
日
記
」
は
「
緒
方
洪
庵
死
す
」
と
し
る
す
の
み
で
あ
る
。

現
実
に
緒
方
洪
庵
が
死
亡
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
八
重
未
亡
人
は
坪
井
信
良
や
伊
東
玄
朴
と
相
談
し
て
六
月
一
八
日
に
ま
ず
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洪
庵
が
死
亡
し
た
後
も
添
田
家
と
緒
方
家
と
の
交
際
は
つ
づ
い
た
。
文
久
三
年
八
月
三
日
の
「
添
田
日
記
」
に
は
ご
く
簡
単
に
「
緒

方
来
」
と
あ
る
が
、
こ
の
緒
方
と
は
だ
れ
の
こ
と
か
、
こ
れ
以
上
の
記
述
は
な
い
。

つ
い
で
九
月
一
○
日
に
は
緒
方
未
亡
人
八
重
が
玄
春
の
家
を
お
と
づ
れ
、
そ
れ
か
ら
連
日
の
よ
う
に
緒
方
の
家
の
も
の
が
来
訪
し
て

い
る
。
九
月
二
日
に
は
緒
方
弘
斎
と
娘
が
来
訪
し
、
翌
一
二
日
に
も
弘
斎
と
妹
の
七
重
が
来
訪
し
た
。
こ
の
緒
方
弘
斎
は
洪
庵
の
次

男
洪
哉
（
の
ち
の
惟
準
）
で
、
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
八
月
一
日
の
生
ま
れ
な
の
で
、
こ
の
年
に
は
二
一
歳
の
青
年
医
師
に
な
っ

て
い
た
。
安
政
六
年
に
長
崎
に
自
費
留
学
し
て
ボ
ン
ベ
に
つ
い
て
オ
ラ
ン
ダ
医
学
を
お
さ
め
た
。

文
久
二
年
三
月
に
大
槻
俊
斎
が
病
い
に
た
お
れ
て
頭
取
と
し
て
の
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
医
学
所
の

人
事
異
動
に
よ
っ
て
伊
東
玄
朴
が
医
学
所
取
締
と
な
り
、
大
槻
玄
俊
は
頭
取
見
習
に
就
任
し
た
。
同
年
六
月
に
長
崎
養
生
所
医
師
と
し

て
医
学
伝
習
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
、
二
回
目
の
長
崎
留
学
を
は
た
し
た
。
一
年
後
の
文
久
三
年
六
月
に
長
崎
を
引
揚
げ
て
江
戸
に
く
だ
り
、

医
学
所
教
授
に
就
任
し
て
い
た
。
こ
の
お
り
に
七
重
と
の
結
婚
話
が
持
ち
あ
が
っ
た
の
で
あ
る
。
七
重
は
洪
庵
の
三
女
で
、
洪
哉
の
六

歳
下
の
妹
で
あ
り
、
こ
の
年
に
は
一
五
歳
の
娘
盛
り
に
な
っ
て
い
た
。

九
月
一
五
日
と
二
○
日
に
は
添
田
玄
春
の
妻
お
き
せ
が
緒
方
の
家
を
訪
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
両
家
が
頻
繁
に
往
来
し
て
い
る
の

は
、
七
重
と
大
槻
俊
斎
の
嫡
男
玄
俊
と
の
間
に
結
婚
の
話
が
す
す
ん
で
お
り
、
そ
の
準
備
の
た
め
で
あ
る
。
洪
庵
未
亡
人
が
来
宅
し
た

こ
の
年
の
秋
、
添
田
の
庭
で
は
棚
の
ブ
ド
ウ
が
豊
作
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
玄
春
の
継
母
の
実
家
に
あ
た
る
川
勝
隼
之
助
家
を
は
じ

め
親
戚
や
知
友
に
そ
の
収
穫
を
く
ば
っ
て
い
る
。
緒
方
家
へ
も
八
月
一
日
に
使
い
の
者
に
ブ
ド
ウ
を
と
ど
け
さ
せ
た
、
と
「
添
田
日
記
」

に
あ
る
。

緒
方
七
重
と
大
槻
玄
俊
の
結
婚
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り
、
洪
庵
の
後
嗣
で
あ
る
洪
哉
や
七
重
自
身
も
出
入
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
玄
春
が
こ
の
結
婚
に
お
お
き
な
役
割
を
果
た
し

緒
方
洪
庵
と
添
田
玄
春
は
江
戸
西
洋
医
学
所
の
同
僚
と
し
て
、
同
じ
オ
ラ
ン
ダ
医
学
を
学
ぶ
医
師
と
し
て
公
的
な
交
友
が
み
ら
れ
る

が
、
私
的
に
も
家
族
の
住
居
を
斡
旋
す
る
と
い
う
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
洪
庵
の
忘
れ
形
見
で
あ
る
三
女
七
重
と
大
槻
俊

斎
の
嗣
子
玄
俊
の
結
婚
に
さ
い
し
て
、
玄
春
が
す
ぐ
な
か
ら
ぬ
力
を
つ
く
し
た
こ
と
を
「
添
田
玄
春
日
記
」
を
主
な
史
料
と
し
て
あ
き

て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

（
”
）

こ
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
て
、
七
重
が
玄
俊
と
結
婚
し
た
の
は
玄
俊
の
履
歴
を
み
る
と
文
久
三
年
一
○
月
二
八
日
で
あ
る
。
こ
の
日

に
先
立
っ
て
添
田
家
か
ら
祝
い
の
品
々
を
お
く
ら
れ
た
。

緒
方
七
重
事
大
つ
き
へ
嫁
入
二
付
肴
壱
篭
こ
松
六
束
祝
遣
ス
（
九
月
二
七
且

そ
の
後
、
玄
俊
は
元
治
元
年
一
○
月
に
三
度
長
崎
に
い
き
オ
ラ
ン
ダ
医
学
に
磨
き
を
か
け
て
、
慶
応
二
年
二
月
に
江
戸
に
帰
っ
て
き
た
。

長
崎
留
学
中
の
慶
応
元
年
に
ボ
ー
ド
イ
ン
は
玄
俊
、
緒
方
洪
哉
、
松
本
鮭
太
郎
、
篠
原
俊
庵
を
オ
ラ
ン
ダ
に
留
学
さ
せ
る
こ
と
を
オ
ラ
ン

ダ
公
使
ホ
ル
ス
ブ
ル
ッ
ク
に
進
言
し
、
こ
れ
を
う
け
て
公
使
は
幕
府
に
建
言
し
た
が
、
幕
府
は
「
方
今
種
々
差
障
之
廉
も
あ
り
て
其
好
意
に

（
甥
）

難
応
」
と
の
理
由
で
こ
れ
を
受
け
い
れ
な
か
っ
た
の
で
、
玄
俊
の
オ
ラ
ン
ダ
留
学
は
実
現
し
な
か
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。

七
重
は
喜
代
と
も
い
い
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
九
月
三
日
に
二
六
歳
で
病
没
し
た
が
、
玄
俊
と
の
間
に
子
を
な
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

ら
か
に
し
た
。

本
論
文
の
要
旨
は
第
一
○
四
回
日
本
医
史
学
会
総
会
（
二
○
○
三
年
四
月
一
三
且
に
お
い
て
発
表
し
た
。

お
わ
り
に

こ
の
日
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（
昭
）
同
書
四
一
六
’
四
一
七
ペ
ー
ジ

（
Ｍ
）
『
緒
方
洪
庵
の
て
が
み
」
七
五
’
七
七
ペ
ー
ジ

（
喝
）
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
一
八
巻
続
群
書
類
従
刊
行
会
昭
和
四
○
年
三
四
三
’
三
四
四
ペ
ー
ジ

（
脇
）
同
朋
頭
は
「
老
中
、
若
年
寄
の
御
手
先
と
な
り
、
御
役
筋
の
御
書
付
は
御
同
朋
頭
よ
り
御
渡
し
あ
り
…
…
」
と
『
明
良
帯
録
」
に
あ
り
、
営

中
の
給
仕
を
堂
る
役
で
、
下
に
同
朋
、
奥
坊
主
、
表
坊
主
が
所
属
し
て
い
た
。
同
朋
は
百
俵
十
人
扶
持
で
、
頭
の
指
図
に
よ
っ
て
公
文
書
の
伝

（
ｕ
）
同
書
三
九
六
ペ
ー
ジ

（
吃
）
同
書
四
○
九
ペ
ー
ジ

（
７
）
洪
庵
自
身
の
三
月
三
○
日
付
洪
哉
あ
て
の
書
状
に
は
「
大
坂
よ
り
も
去
ル
九
日
出
立
、
東
海
道
筋
無
滞
、
母
始
メ
子
供
六
人
い
づ
れ
も
無
事

二
て
、
二
四
日
朝
到
着
」
と
あ
っ
て
一
日
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。

・
緒
方
洪
庵
書
状
（
緒
方
洪
哉
あ
て
文
久
三
年
三
月
三
○
日
付
）
「
緒
方
洪
庵
の
て
が
み
』
そ
の
三
五
四
’
五
六
ペ
ー
ジ

（
８
）
萩
原
延
寿
「
遠
い
崖
ｌ
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ゥ
日
記
芝
一
巻
朝
日
新
聞
社
一
九
八
○
年
一
八
五
ペ
ー
ジ
よ
り
引
用

（
９
）
緒
方
洪
庵
書
状
（
緒
方
洪
哉
あ
て
文
久
三
年
三
月
三
○
日
付
）
嘉
方
洪
庵
の
て
が
み
』
そ
の
三
五
四
’
五
六
ペ
ー
ジ

（
皿
）
緒
方
富
雄
前
掲
書
五
一
一
ペ
ー
ジ

（
１
）
緒
方
洪
庵
「
勤
仕
向
日
記
」
緒
方
富
雄
『
緒
方
洪
庵
伝
』
第
二
版
増
補
版
岩
波
書
店
一
九
七
七
年
三
七
一
ペ
ー
ジ

（
２
）
緒
方
洪
庵
書
状
（
緒
方
拙
斎
あ
て
文
久
二
年
間
八
月
六
日
付
）
緒
方
富
雄
、
梅
渓
昇
編
「
緒
方
洪
庵
の
て
が
み
』
そ
の
三
菜
根
出
版

平
成
六
年
六
八
’
七
二
ペ
ー
ジ

（
３
）
「
添
田
玄
春
日
記
」
順
天
堂
大
学
医
学
部
山
崎
文
庫
蔵
（
請
求
番
号
六
六
七
六
’
六
六
八
二
）

（
４
）
緒
方
富
雄
前
掲
書
四
七
九
ペ
ー
ジ

（
５
）
同
書
四
七
九
’
四
八
三
ペ
ー
ジ

（
６
）
添
田
玄
春
の
長
崎
留
学
に
つ
い
て
は
「
西
洋
医
学
所
医
師
添
田
玄
春
の
長
崎
留
学
」
（
「
洋
学
』
二
号
二
五
’
五
○
ペ
ー
ジ
二
○
○
三
）

注
と
引
用
文
献

に
お
い
て
考
察
を
く
わ
え
た
。
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達
、
上
申
の
中
間
の
仕
事
を
す
る
。
お
目
見
で
御
坊
主
衆
を
監
督
し
、
自
ら
も
給
仕
に
で
る
。

（
Ⅳ
）
「
有
徳
院
殿
御
実
紀
」
「
徳
川
実
紀
」
第
八
篇
吉
川
弘
文
館
昭
和
五
一
年
七
七
八
ペ
ー
ジ

（
喝
）
「
惇
信
院
殿
御
実
紀
」
「
徳
川
実
紀
」
第
九
篇
吉
川
弘
文
館
昭
和
五
一
年
四
二
六
ペ
ー
ジ

（
岨
）
緒
方
富
雄
前
掲
書
一
五
七
’
一
七
三
ペ
ー
ジ

（
釦
）
緒
方
洪
庵
書
状
（
緒
方
八
重
あ
て
文
久
三
年
正
月
八
日
付
）
『
緒
方
洪
庵
の
て
が
み
』
そ
の
三
二
四
’
二
七
ペ
ー
ジ

（
即
）
緒
方
洪
庵
書
状
（
緒
方
八
重
あ
て
文
久
三
年
正
月
二
三
日
付
）
『
緒
方
洪
庵
の
て
が
み
』
そ
の
三
二
八
’
一
二
○
ペ
ー
ジ

（
配
）
緒
方
富
雄
『
蘭
学
の
こ
ろ
」
弘
文
社
昭
和
一
九
年
四
八
○
ペ
ー
ジ
よ
り
引
用
。

（
認
）
緒
方
八
重
書
状
（
億
川
ふ
く
あ
て
文
久
三
年
八
月
五
日
付
）
「
緒
方
洪
庵
の
て
が
み
』
そ
の
三
二
三
一
’
二
三
六
ペ
ー
ジ

（
型
）
緒
方
富
雄
「
蘭
学
の
こ
ろ
』
四
八
二
ペ
ー
ジ

（
妬
）
「
幕
府
侍
医
戸
塚
靜
春
院
法
印
靜
海
日
記
抄
」
梅
渓
昇
「
洪
庵
・
適
塾
の
研
究
」
思
文
閣
出
版
平
成
五
年
三
五
四
ペ
ー
ジ
よ
り
引
用
。

ヘヘヘ

272625
ーーー

へ

28
…

大
槻
玄
俊
の
経
歴
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
著
書
に
く
わ
し
い
。

青
木
大
輔
『
大
槻
俊
斎
』
（
復
刻
版
）
大
空
社
一
九
九
八
年
七
五
’
一
○
四
ペ
ー
ジ

含
沢
剛
「
幕
末
教
育
史
の
研
究
』
二
吉
川
弘
文
館
昭
和
五
九
年
四
六
四
ペ
ー
ジ
よ
り
引
用
。

同
書
三
六
○
ペ
ー
ジ



》
ぬ
め

0gataKoanandSoedaGenSyun:TheCompletionoftheHouseofthe
PresidentoftheWesternMedicalSchool

YasuakiHUKASE

僻
料
田
應
幻
盟
荘
侭
漿
配
回
幣
姪
壁

OgataKoanhadanofficialrelationshipwithSoedaGensyunasadoctoroftheWestern

MedicalSchoolinAugustofBunkyu2(1862),whenOgatabecamethepresidentoftheschool.

Atthattime,thepresidentisresidencehadnotbeencompleted,sohelivedinatemporary

house.OgatavisitedSoedaIshousetoborrowit.Thereasonwhythecompletionofthepresi-

dentishousewasdelayedwasthatShogunlemoti,hiswife,andTensyoinsufferedfrom

measles,andltoGenbokuresignedasthecourtphysician(okuisi).Soedamadeeffortsforthe

marriageofNanae,Koan'sdaughter,toOtsukiGensyun,thefirstsonofOtsukiSyunsai.


