
都
の
岸
派
に
留
ま
っ
て
い
た
時
期
が
定
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

七
年
前
の
拙
稿
で
明
ら
か
に
し
得
た
の
は
、
文
政
十
年
（
１
８
２
７
）、
十
一
歳
の
時
点
で
は

今
治
に
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
嘉
永
年
間
ま
で
に
は
江
戸
へ
出
て
き
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
文

政
十
年
に
は
冠
岳
が
制
作
し
た
絵
馬
が
今
治
の
綱
敷
天
満
神
社
へ
奉
納
さ
れ
、
嘉
永
年
間
に
は
、

嘉
永
二
年（
１
８
４
９
）頃
の
見
立
番
付『
江
戸
現
在
画
家
品
評
』や
嘉
永
三
年
の
畑
銀
雞
編『
江

戸
文
人
藝
園
一
覧
』、
畑
銀
雞
著
『
現
存
雷
名
江
戸
文
人
壽
命
附
』
二
編
に
駿
河
台
在
住
の
冠
岳

の
名
が
記
載
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
落
款
の
書
風
の
検
討
か
ら
は
、
弘
化
四
年

（
１
８
４
７
）、
三
十
一
歳
の
時
点
で
は
江
戸
へ
移
転
し
て
い
た
可
能
性
を
想
定
し
て
い
た
。

　

ゆ
え
に
、
京
都
の
岸
派
の
門
で
修
業
し
て
い
た
の
は
十
歳
代
か
ら
二
十
歳
代
ま
で
の
期
間
に

ま
た
が
る
天
保
年
間
だ
っ
た
ろ
う
と
は
想
像
さ
れ
て
い
た
が
、
七
年
前
の
拙
稿
で
は
そ
の
こ
と

を
明
言
し
て
は
い
な
か
っ
た
。

３　

平
安
冠
岳
落
款

　

幸
い
、
今
年
の
展
覧
会
へ
向
け
た
準
備
の
過
程
で
、
天
保
十
年
代
の
作
品
二
点
を
新
た
に
発

見
し
得
て
、
そ
の
落
款
か
ら
重
要
な
事
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
つ
は
《
鴨
之
図
》
一
幅

で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
《
群
猿
図
》
一
幅
で
あ
る
（
3
）。

　

絹
本
墨
画
淡
彩
《
鴨
之
図
》（
個
人
蔵
）
に
は
「
天
保
庚
子
夏
写
於
平
安
川
冠
岳
」
の
落
款
が

あ
り
、
天
保
十
一
年
（
１
８
４
０
）、
二
十
四
歳
の
夏
の
作
品
で
あ
る
と
判
る
が
、「
於
平
安
」
と

記
さ
れ
て
あ
る
か
ら
、
こ
の
と
き
京
都
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

１　

論
の
意
図

　

平
成
二
十
九
年
（
２
０
１
７
）
で
生
誕
二
百
年
を
迎
え
た
今
治
出
身
の
画
家
、
沖
冠
岳
の
生

涯
に
つ
い
て
は
、
七
年
前
の
拙
稿
「
江
戸
文
苑
の
画
家 

沖
冠
岳 

―
経
歴
に
関
す
る
史
料
の
研

究
―
」 （
1
）
で
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
し
得
る
史
料
を
挙
示
し
て
考
証
し
な
が
ら
総
合
し
た
こ

と
が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
七
年
を
経
た
今
年
、
生
誕
二
百
年
記
念
の
展
覧
会
図
録
に
載
せ
た
拙
稿

「
沖
冠
岳
伝
の
研
究
」 （
2
）
で
は
、
新
た
に
発
見
し
た
作
品
や
資
料
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
あ
ら
た

め
て
事
実
関
係
を
時
系
列
に
整
理
し
直
し
た
。
前
者
は
、
基
礎
資
料
と
な
る
史
料
と
と
も
に
主

な
作
品
、
特
に
落
款
を
も
取
り
上
げ
た
の
に
対
し
、
後
者
は
、
作
品
へ
の
言
及
を
一
部
に
止
め
、

あ
く
ま
で
も
冠
岳
の
生
涯
を
た
ど
る
こ
と
に
徹
し
た
。

　

し
か
る
に
、
実
を
い
え
ば
後
者
に
お
い
て
新
た
に
提
起
し
得
た
事
実
は
主
に
天
保
年
間
の
事

跡
で
あ
り
、
根
拠
は
主
に
作
品
に
見
出
さ
れ
る
。
し
か
も
天
保
年
間
は
、
冠
岳
が
二
十
歳
代
で
、

彼
の
画
業
の
基
礎
が
築
か
れ
た
時
期
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
詳
述
し
て
お
く
べ

き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
本
稿
の
前
半
の
趣
旨
で
は
あ
る
が
、
後
半
の
目
的
は
新
見
解

の
追
加
で
あ
り
、
展
覧
会
図
録
に
拙
稿
を
載
せ
た
直
後
に
敢
え
て
本
稿
を
書
き
足
し
て
お
く
意

味
が
そ
こ
に
あ
る
。（
な
お
、
年
齢
に
つ
い
て
は
全
て
数
え
年
を
用
い
る
。）

２　

文
政
年
間
と
嘉
永
年
間
の
間

　

冠
岳
の
生
涯
の
内
、
数
回
の
画
期
に
つ
い
て
は
現
時
点
で
明
ら
か
に
し
得
て
い
る
が
、
極
め

て
重
要
な
画
期
が
今
な
お
明
ら
か
で
は
な
い
。
画
道
修
業
の
た
め
今
治
か
ら
京
都
へ
出
て
、
京

　

天
保
年
間
の
沖
冠
岳

　
　
　

―
大
坂
へ
の
移
転
／
蘭
方
医
と
の
関
係
―

梶　
　

岡　
　

秀　
　

一

〔1〕

天保年間の沖冠岳 ―大坂への移転／蘭方医との関係―



　

興
味
深
い
こ
と
に
、彼
の
姓
は
「
川
」
と
記
さ
れ
て
あ
る
。
彼
の
姓
は
本
来
「
中
川
」
で
あ
り
、

「
中
」
と
「
川
」
の
二
文
字
を
一
文
字
に
合
成
し
て
「
沖
」
を
姓
に
し
た
の
は
彼
自
身
で
あ
る
こ

と
が
子
孫
の
方
々
の
間
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
落
款
に
よ
っ
て
少
な
く
と
も
天
保
十
一
年

の
時
点
で
は
未
だ
「
沖
」
姓
で
固
定
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
判
る
。
二
文
字
の
姓
を
一
文
字
に

表
す
の
は
文
人
ら
し
い
唐
風
の
趣
味
で
は
あ
る
が
、
通
常
は
二
文
字
の
内
の
何
れ
か
一
文
字
を

用
い
る
か
ら
、
冠
岳
も
当
初
は
「
中
川
」
二
文
字
の
内
「
川
」
一
文
字
を
用
い
て
い
た
わ
け
で

あ
る
。
し
か
し
「
川
冠
岳
」
の
三
文
字
の
並
び
具
合
が
安
定
感
を
欠
く
の
は
《
鴨
之
図
》
を
見

れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。「
中
川
」
か
ら
「
沖
」
へ
の
改
姓
の
意
図
は
、
落
款
の
姿
形
に
安
定
感

と
美
を
獲
得
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

絹
本
着
色
《
群
猿
図
》
一
幅
（
個
人
蔵
）
に
は
「
天
保
辛
丑
春
写
於
平
安
予
章
府
中
沖
庸
」

の
落
款
が
あ
り
、
天
保
十
二
年
、
二
十
五
歳
の
春
に
も
京
都
に
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。
し
か
も
、

こ
の
と
き
既
に
「
沖
」
の
姓
を
用
い
て
い
た
。
ゆ
え
に
、
天
保
十
一
年
ま
で
は
「
中
川
」
姓
を

用
い
て
い
た
と
同
時
に
、
翌
年
ま
で
に
は
「
沖
」
姓
へ
改
め
た
と
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
落
款
で
は
「
予
章
府
中
」
と
い
う
部
分
も
注
目
に
値
す
る
。「
予
章
」
は
元
来
は
漢
や
晋
、

隋
が
用
い
た
古
い
地
名
で
は
あ
る
が
、
日
本
で
は
中
世
以
降
、
伊
予
国
（
予
州
）
の
別
名
と
し

て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
中
世
の
伊
予
に
一
大
勢
力
を
築
い
た
河
野
氏
（
越
智

氏
河
野
流
）の
歴
史
を
記
し
た
室
町
時
代
成
立
の
文
書
が『
予
章
記
』と
名
付
け
ら
れ
た
よ
う
に
。

対
す
る
に
「
府
中
」
は
古
代
に
国
府
が
置
か
れ
た
地
域
を
指
す
語
で
あ
り
、
伊
予
の
府
中
は
国

分
寺
と
国
分
尼
寺
が
現
存
す
る
今
治
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
落
款
に
「
予
章
府
中
」
と
記
し

た
と
き
冠
岳
は
そ
の
語
に
郷
里
へ
の
誇
り
を
込
め
た
に
相
違
な
い
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
彼
が
晩
期
に
「
越
智
姓
沖
氏
名
庸
字
展
親
」
と
刻
し
た
印
象
を
愛
用
し

た
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
み
て
も
よ
い
。
彼
は
古
代
の
伊
予
国
を
支
配
し
た
豪
族
、
越
智
宿
禰

の
末
裔
で
あ
る
と
称
し
、
誇
り
に
思
っ
て
い
た
と
解
さ
れ
る
。
岸
派
の
祖
で
あ
る
岸
駒
の
よ
う

な
当
代
最
高
の
巨
匠
で
さ
え
も
、
京
都
人
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
京
都
で
は
軽
ん
じ
ら
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
ら
し
い
と
踏
ま
え
る
な
ら
（
4
）、
伊
予
国
出
身
の
若
者
だ
っ
た
冠
岳
が
、
古

代
か
ら
開
け
て
い
た
「
府
中
」
今
治
の
出
身
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
古
代
の
名
族
の
末
裔
で
あ

る
こ
と
を
強
調
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
心
理
は
容
易
に
共
感
さ
れ
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

と
も
か
く
も
、
以
上
二
点
の
作
品
に
見
え
る
「
於
平
安
」
の
落
款
に
よ
っ
て
、
冠
岳
が
天
保

十
二
年
ま
で
は
京
都
で
活
動
し
て
い
た
こ
と
、
し
か
も
天
保
十
一
年
ま
で
は
「
中
川
」
姓
を
名

乗
り
、
翌
年
に
は
「
沖
」
姓
を
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
今
年
、
展
覧
会
図
録
に
載
せ
た
拙
稿
で
も
軽
く
論
じ
て
は
い
た
が
、
詳
述
す
れ

ば
以
上
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
。
以
後
に
続
く
論
は
、
展
覧
会
図
録
で
も
触
れ
得
な
か
っ
た
新

見
解
の
提
案
で
あ
る
。

４　

大
坂
に
移
転
し
て
い
た
可
能
性

　

天
保
年
間
の
年
記
を
伴
う
作
品
は
、
他
に
も
二
点
あ
る
。
一
つ
は
《
月
梅
図
》
一
幅
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
《
瀧
見
観
音
像
》
一
幅
で
あ
る
（
5
）。

　

絹
本
墨
画
淡
彩
《
月
梅
図
》
一
幅
（
個
人
蔵
）
に
は
「
天
保
壬
寅
冬
冠
岳
沖
庸
」
の
落
款
が

あ
り
、
天
保
十
三
年
（
１
８
４
２
）、
二
十
六
歳
の
冬
の
作
品
で
あ
る
と
判
る
。
画
風
は
、
い
か

に
も
岸
派
に
お
け
る
沈
南
蘋
風
の
花
鳥
画
を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
岸
派
か
ら
の
影
響
は
冠
岳

の
画
業
に
お
い
て
晩
期
ま
で
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
は
制
作
の
場
所
が
京

都
だ
っ
た
こ
と
の
根
拠
に
は
な
り
得
な
い
。

　

対
す
る
に
、
絹
本
墨
画
淡
彩
《
瀧
見
観
音
像
》
一
幅
（
個
人
蔵
）
は
天
保
十
四
年

（
１
８
４
３
）、
二
十
七
歳
の
時
点
で
冠
岳
が
大
坂
に
移
転
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
根
拠
を

提
供
し
得
る
。

　

落
款
に
は
「
冠
岳
沖
庸
謹
拝
写
」
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
賛
に
は
「
癸
卯
禩
応
需
杜

絶
真
阿
行
賛
」
の
落
款
が
あ
る
か
ら
、
作
品
も
天
保
十
四
年
ま
で
に
は
成
立
し
た
と
判
る
。
着

賛
し
た
「
杜
絶
真
阿
」
が
何
者
で
あ
る
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、「
真
阿
」
と
い
う
名
に
注
目

す
る
な
ら
、
天
明
六
年
（
１
７
８
６
）
に
生
ま
れ
て
安
政
六
年
（
１
８
５
９
）
に
逝
去
し
た
天

台
宗
の
学
僧
、
宗
淵
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
京
都
人
で
あ
り
、『
平
安
人
物
誌
』
に
も
名
を
記

さ
れ
た
碩
学
で
あ
る
。
文
政
十
年
に
は
伊
勢
国
の
津
の
西
来
寺
に
招
か
れ
、
真
阿
の
号
を
用
い

た
。
冠
岳
が
「
謹
拝
写
」
し
た
よ
う
に
真
阿
も
「
禩
（
祀
）
応
需
行
賛
」
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

〔2〕
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冠
岳
と
真
阿
と
の
間
に
直
接
の
関
係
が
あ
っ
た
と
は
断
定
で
き
な
い
。
む
し
ろ
冠
岳
に
絵
を
需

め
、
真
阿
に
賛
を
需
め
た
者
が
別
に
い
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
誰
か
。
箱
の
中
に

は
旧
蔵
者
に
関
す
る
一
通
の
書
付
が
あ
る
。
昭
和
六
十
年
（
１
９
８
５
）
の
文
書
で
は
あ
る
が
、

内
容
は
具
体
性
に
富
ん
で
い
る
。
そ
れ
を
信
じ
る
な
ら
元
来
の
所
蔵
者
は
大
坂
で
能
楽
師
を
し

て
い
た
大
槻
家
だ
っ
た
よ
う
で
、
大
槻
家
の
娘
が
二
代
目
武
田
元
助
に
嫁
い
だ
際
に
持
参
し
、

武
田
家
に
伝
わ
っ
て
い
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
大
槻
家
も
武
田
家
も
大
坂
の
人
々
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
、
天
保
十
四
年
の
時
点
で
、
大
坂
の
富
裕
の
人
々
の
間
に
は
冠
岳
の
名
が
知
ら

れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
京
都
に
い
た
数
多
の
画
家
た
ち
の
中
で
彼
が
大
坂
で

も
知
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
よ
り
は
、
彼
自
身
が
大
坂
に
住
ん
で
い
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
大
坂
に
も
多
く
の
画
家
た
ち
が
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
京
都
の
画

家
に
制
作
を
依
頼
す
る
よ
り
は
大
坂
の
画
家
に
依
頼
す
る
方
が
自
然
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
天

保
十
四
年
、
二
十
七
歳
の
冠
岳
が
大
坂
へ
移
転
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
所
以

で
あ
る
。

　

そ
し
て
冠
岳
が
大
坂
へ
移
転
し
た
可
能
性
を
考
え
る
と
き
、
冠
岳
と
医
学
と
の
関
係
が
あ
ら

た
め
て
意
義
深
く
思
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

５　

冠
岳
と
蘭
学

　

従
来
、
冠
岳
を
医
学
に
関
連
付
け
た
論
は
、
七
年
前
の
拙
稿
を
除
け
ば
皆
無
だ
っ
た
。
し
か

し
彼
を
医
学
に
結
び
付
け
る
こ
と
は
何
も
不
自
然
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
の
最
初
の
師
だ
っ

た
と
伝
え
ら
れ
る
山
本
雲
渓
が
、
絵
師
で
あ
る
前
に
先
ず
は
医
師
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

冠
岳
子
孫
の
沖
憲
之
氏
に
よ
る
と
、
沖
家
に
は
冠
岳
の
父
の
中
川
正
晴
が
松
山
で
医
師
を
し

て
い
た
と
の
伝
承
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
中
川
正
晴
が
医
師
だ
っ
た
な
ら
、
医
師
同
士
の
人
脈

を
通
じ
て
冠
岳
が
今
治
の
雲
渓
に
師
事
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
当
然
、
冠
岳
は
雲

渓
に
画
道
だ
け
を
学
ん
だ
の
で
は
な
く
、
医
術
を
も
学
ん
だ
に
相
違
な
い
。
絵
師
と
医
師
を
兼

ね
た
例
と
し
て
英
一
蝶
が
あ
っ
た
よ
う
に
（
6
）、
冠
岳
が
雲
渓
と
同
じ
く
医
師
で
も
あ
っ
た
と

し
て
も
奇
異
で
は
な
い
。
そ
し
て
医
師
だ
っ
た
と
す
れ
ば
薙
髪
し
て
い
た
に
相
違
な
い
。
実
際
、

か
な
り
後
の
話
で
は
あ
る
が
、
嘉
永
三
年
（
１
８
５
０
）
に
刊
行
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る

畑
銀
雞
著
『
現
存
雷
名
江
戸
文
人
壽
命
附
』
二
編
に
掲
載
さ
れ
た
冠
岳
の
似
顔
絵
を
見
る
と
、

彼
は
薙
髪
し
て
い
た
と
判
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
、
七
年
前
の
拙
稿
で
も
触
れ

て
は
い
た
。

　

し
か
る
に
、
冠
岳
と
医
学
と
の
関
係
に
着
目
す
る
と
き
、
大
坂
と
い
う
場
所
の
重
要
性
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、
緒
方
洪
庵
が
大
坂
に
蘭
学
塾
（
適
塾
）
を
開
い
た
の
は
天
保

九
年
（
１
８
３
８
）
で
あ
る
。
京
都
の
岸
派
の
門
で
沈
南
蘋
流
の
花
鳥
画
を
学
び
、
恐
ら
く
は

そ
の
彼
方
に
あ
る
西
洋
絵
画
を
も
意
識
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
冠
岳
が
そ
う
し
た
動
向
に
関

心
を
抱
い
て
い
た
可
能
性
を
、
想
定
し
て
み
た
く
も
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
実
を
い
え
ば
、
冠
岳
は
実
際
に
大
坂
の
蘭
学
者
と
接
点
を
有
し
て
い
た
。

　

根
拠
は
、
彼
が
制
作
し
た
高
良
斎
の
肖
像
画
で
あ
る
。
今
年
、
展
覧
会
図
録
に
載
せ
た
拙
稿

で
も
こ
の
肖
像
画
の
存
在
に
は
触
れ
て
お
い
た
が
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
取
り
上
げ
る
。

　

残
念
な
が
ら
原
本
の
行
方
は
不
明
で
は
あ
る
が
、
幸
い
、
福
島
義
一
氏
の
著
『
高
良
斎
と
そ

の
時
代
』
に
そ
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
あ
る
（
7
）。
画
面
の
左
下
に
は
「
天
保
十
五
年
歳
在
甲

辰
春
二
月
初
五
日
冠
岳
沖
庸
写
」
の
落
款
が
見
え
る
か
ら
、
天
保
十
五
年
（
１
８
４
４
）、
冠
岳

二
十
八
歳
の
二
月
五
日
の
作
品
で
あ
る
と
判
る
。
こ
の
と
き
良
斎
は
四
十
六
歳
だ
っ
た
。

　

良
斎
は
徳
島
出
身
の
蘭
方
医
で
あ
る
。
寛
政
十
一
年
（
１
７
９
９
）、
阿
波
国
徳
島
藩
士
の
山

崎
好
直
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
、
生
後
ま
も
な
く
眼
科
医
の
高
錦
国
の
養
子
と
な
っ
た
。
養
父

に
医
学
を
学
び
な
が
ら
、
十
三
歳
で
徳
島
藩
の
本
草
学
者
で
あ
る
乾
純
水
に
本
草
学
を
学
び
、

十
九
歳
の
十
月
、
長
崎
へ
遊
学
。
文
政
五
年
（
１
８
２
２
）
に
帰
郷
し
た
が
、
翌
年
に
は
再
び

長
崎
へ
戻
っ
て
シ
ー
ボ
ル
ト
鳴
滝
塾
の
門
人
と
な
っ
た
。
塾
頭
も
務
め
、
師
か
ら
の
信
任
が
厚

か
っ
た
。
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
に
は
良
斎
も
連
座
し
た
が
、
文
政
十
二
年
（
１
８
２
９
）、
師
が
日

本
を
去
る
際
に
娘
イ
ネ
と
そ
の
母
の
将
来
を
託
し
た
相
手
は
、
最
も
信
頼
し
た
門
人
二
名
、
伊

予
国
出
身
の
二
宮
敬
作
と
と
も
に
こ
の
良
斎
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
天
保
二
年
（
１
８
３
１
）、
徳

島
へ
帰
郷
し
た
の
ち
、天
保
七
年
、三
十
八
歳
で
大
坂
へ
出
て
蘭
学
塾
「
照
淵
堂
」
を
開
業
し
た
。

以
後
は
弘
化
三
年
（
１
８
４
６
）
に
逝
去
す
る
ま
で
大
坂
で
活
動
し
続
け
た
。
こ
の
間
、
大
坂

〔3〕

天保年間の沖冠岳 ―大坂への移転／蘭方医との関係―



へ
の
移
転
に
際
し
て
支
援
し
て
く
れ
た
篠
崎
小
竹
の
ほ
か
、
同
時
期
の
大
坂
に
適
塾
を
開
い
た

緒
方
洪
庵
と
も
親
交
を
結
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

当
然
、
天
保
十
五
年
の
時
点
で
は
良
斎
は
大
坂
に
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
冠
岳
が
良
斎
の
肖
像
画

を
制
作
し
た
場
所
も
大
坂
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
照
淵
堂
の
門
人
に
は
今
治
出
身
の
田
窪
良
益

が
い
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
（
8
）、
そ
う
し
た
郷
里
に
絡
ん
だ
人
脈
に
よ
っ
て
肖
像
画
の
作
者
に

選
ば
れ
た
と
想
定
で
き
な
く
も
な
い
。
こ
の
場
合
、
冠
岳
が
京
都
に
住
ん
で
い
た
可
能
性
を
必

ず
し
も
排
除
し
切
れ
な
い
が
、
そ
も
そ
も
大
坂
に
も
多
く
の
画
家
た
ち
が
い
た
中
で
、
京
都
の

画
家
に
制
作
を
依
頼
す
る
よ
り
は
、
大
坂
に
お
い
て
親
交
の
あ
っ
た
画
家
に
依
頼
す
る
方
が
自

然
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
冠
岳
自
身
が
大
坂
で
活
動
し
て
い
て
、
し
か
も
良
斎
の

周
囲
と
も
関
係
を
有
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

冠
岳
が
天
保
年
間
の
末
期
に
大
坂
へ
移
転
し
て
い
た
と
仮
定
す
る
な
ら
、
そ
の
理
由
を
ど
う

考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
岸
派
の
元
祖
で
あ
る
岸
駒
で
さ
え
も
悩
ま
さ
れ
た
よ
う
な
、
地

方
出
身
者
に
対
す
る
京
都
人
の
冷
た
さ
を
嫌
っ
た
と
想
像
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
が
、

む
し
ろ
医
学
や
蘭
学
へ
の
関
心
に
導
か
れ
て
冠
岳
は
大
坂
へ
移
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ

と
は
、
岸
派
に
お
け
る
新
時
代
の
異
国
趣
味
へ
の
関
心
と
も
一
致
し
て
は
い
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

６　

結

　

冠
岳
は
天
保
年
間
ま
で
に
は
京
都
で
修
業
し
、
嘉
永
年
間
ま
で
に
は
江
戸
へ
進
出
し
て
い
た
。

し
か
し
京
都
修
業
の
時
期
と
江
戸
進
出
の
時
期
と
の
間
に
は
、
大
坂
で
活
動
し
た
短
い
時
期
も

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
そ
の
間
、
冠
岳
は
大
坂
の
蘭
学
者
た
ち
、
特
に
シ
ー
ボ
ル
ト

の
学
統
を
受
け
継
ぐ
人
々
に
親
し
く
接
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
想

定
し
て
み
る
こ
と
が
、
今
後
の
探
究
に
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

註（
1
）　 

梶
岡
秀
一
「
江
戸
文
苑
の
画
家 

沖
冠
岳　

―
経
歴
に
関
す
る
史
料
の
研
究
―
」、『
愛
媛
県
美
術
館
平
成
２
２
年

度
年
報
・
紀
要
第
１
０
号
』（
２
０
１
１
年
、
愛
媛
県
美
術
館
）。

（
2
）　 

梶
岡
秀
一
「
沖
冠
岳
伝
の
研
究
」、『
生
誕
二
〇
〇
年 

沖
冠
岳
と
江
戸
絵
画
展
』（
２
０
１
８
年
、「
沖
冠
岳
展
」
実

行
委
員
会
）。

（
3
）　

前
掲
註
２
『
生
誕
二
〇
〇
年 

沖
冠
岳
と
江
戸
絵
画
展
』
に
は
、《
鴨
之
図
》
は
図
版
１
、《
群
猿
図
》
は
図
版
２
と

し
て
掲
載
し
た
。

（
4
）　

狩
野
博
幸
『
江
戸
絵
画
の
不
都
合
な
真
実
』（
２
０
１
０
年
、
筑
摩
書
房
）、
１
５
９
―
１
８
５
頁
。

（
5
）　

前
掲
註
２
『
生
誕
二
〇
〇
年 

沖
冠
岳
と
江
戸
絵
画
展
』
に
は
、《
月
梅
図
》
は
図
版
３
、《
瀧
見
観
音
像
》
は
図
版

５
と
し
て
掲
載
し
た
。
な
お
、
前
掲
註
１
「
江
戸
文
苑
の
画
家 

沖
冠
岳
」
で
は
《
瀧
見
観
音
像
》
を
《
白
衣
観

音
像
》
と
呼
ん
で
い
た
。
今
回
は
箱
書
に
従
っ
て
《
瀧
見
観
音
像
》
と
呼
ん
で
い
る
。

（
6
）　

前
掲
註
４
『
江
戸
絵
画
の
不
都
合
な
真
実
』、
５
１
頁
。

（
7
）　 

福
島
義
一
『
高
良
斎
と
そ
の
時
代　

附
・
日
本
散
瞳
薬
伝
来
史
』（
１
９
９
６
年
、
思
文
閣
出
版
）
の
口
絵
に
図

版
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）　 

前
掲
註
７
『
高
良
斎
と
そ
の
時
代
』、
８
８
頁
。

〔4〕
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