
松ま
つ

平だ
い
ら

定さ
だ

信の
ぶ

の
七し

ち

分ぶ

積つ
み

金き
ん

は
、
東
京

の
イ
ン
フ
ラ
整
備
だ
け
で
な
く
、
福

祉
の
分
野
に
も
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
経
済
界
の
指
導
者
で
あ
っ
た

渋
沢
栄
一
は
、
福
祉
事
業
の
先
駆
け

的
存
在
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

渋
沢
が
福
祉
事
業
に
貢
献
す
る
よ

う
に
な
っ
た
原
点
は
、
母
親
で
し
た
。

渋
沢
の
母
・
え
い
は
、
慈
悲
深
い
女

性
で
誰
に
対
し
て
も
親
切
で
、
ハ
ン

セ
ン
病
患
者
の
面
倒
も
み
る
ほ
ど
優

し
い
女
性
で
し
た
。

　

そ
の
後
成
長
し
た
渋
沢
は
論
語
の

仁
愛
思
想
を
学
び
、
福
祉
へ
の
思
い

を
よ
り
一
層
強
く
し
ま
し
た
。
や
が

て
幕
末
に
渡
仏
す
る
と
、
フ
ラ
ン
ス

の
近
代
的
な
福
祉
施
設
や
福
祉
制
度

に
驚
嘆
し
ま
す
。
ま
た
、
生
涯
敬
愛

し
た
定
信
の
福
祉
政
策
や
考
え
方
に

も
影
響
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。　

　

戊
辰
戦
争
で
大
き
く
荒
廃
し
た
東

京
は
、
大
幅
に
人
口
が
減
少
し
た
ば

か
り
で
な
く
、
市
中
に
物
乞
い
な
ど

の
窮き

ゅ
う

民み
ん

が
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

明
治
５
年
（
１
８
７
２
）
に
ロ
シ

ア
の
皇
太
子
一
行
が
来
日
す
る
こ
と

に
な
る
と
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
見

せ
る
の
は
国
の
恥
辱
と
な
っ
て
し
ま

う
と
の
政
府
の
思
惑
か
ら
、
急
き
ょ

市
中
の
窮
民
を
ど
こ
か
に
収
容
し
よ

う
と
の
案
が
出
ま
し
た
。
と
り
あ
え

ず
、
旧
加
賀
藩
邸
上
屋
敷
跡
に
窮
民

２
４
０
人
が
収
容
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
が
、
後
に
東
洋
一
の
福
祉
施
設
と

称
さ
れ
る
「
養
育
院
」
の
始
ま
り
で

し
た
。

　

養
育
院
の
経
費
は
共
有
金
（
七
分

積
金
）
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

渋
沢
は
、
大
蔵
省
退
官
後
の
明
治
７

年
に
営
繕
会
議
所
の
頭
取
・
共
有
金

取
締
の
嘱
託
と
な
り
、
同
９
年
に
養

育
院
の
事
務
長
を
引
き
受
け
、
そ
の

後
同
12
年
８
月
、
院
長
に
就
任
し
ま

す
。

第
八
回

渋し
ぶ

沢さ
わ

栄え
い

一い
ち

と
養
育
院

　
　
　
　
　

  （
そ
の
一
）

××

渋
沢
栄
一

渋
沢
栄
一
松
平
定
信

松
平
定
信

南
湖
南
湖
を
彩
る
系
譜

を
彩
る
系
譜

（
文
・
中
山
義
秀
記
念
文
学
館　

館
長

植う
え

村む
ら

美よ
し

洋ひ
ろ

）

▶
東
京
市
養
育
院
板
橋
本
院

　

新
築
披
露
病
室
に
て
（
大
正
13
年
）

　
（
渋
沢
史
料
館
所
蔵
）

▶「
白
澤
之
図
」　
『
安
政
箇
労
痢
流
行
記
』
よ
り

　
（
国
立
公
文
書
館
蔵
）

▲大塚本院の女室　『養育院六十年史』より
　（東京都立中央図書館所蔵）
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白
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白
「
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澤
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図

澤
之
澤
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図

澤
之
澤
之
澤
之
図
之
図
」
『
」
『
」
『
」
『
」
『『
安
政
箇

安
政
箇

安
政
箇

安
政
箇

安
政
箇

安
政
箇

安
政
箇

安
政
箇
政

労
痢
労
痢
労
痢
流

労
痢
労
痢
流

労
痢
労
痢
流
行
記
』

行
記
』
よ
り
よよ
り
よ
りりりり

（
国
（
国
（
国
（
国
（
国国国
立
公
文

立
公
文

立
公
文

立
公
文

立
公
文

立
公
文

立
公
文

立
公
文
書
館
蔵

書
館
蔵

書
館
蔵

書
館
蔵

書
館
蔵

書
館
蔵

書
館
蔵

書

））））））

　

安
政
７
年
（
１
８
５
９
）
白
河
藩

士
た
ち
や
町
・
村
で
、
と
あ
る
病
が

流
行
し
ま
し
た
。

　

当
時
の
白
河
藩
主
・
阿あ

部べ

家
の
記

録
『
公こ

う

余よ

録ろ
く

』
９
月
14
日
の
条
に
は

「
こ
の
節
、
御
家
中
・
在
町
と
も
流

行
病
こ
れ
有
り
候

そ
う
ろ
う

に
付
き
、
右
の

病
災
徐
け
の
た
め
大お

お

村む
ら

鹿か

島し
ま

宮ぐ
う

へ
、

明
十
五
日
よ
り
二
夜
三
日
の
御ご

祈き

祷と
う

を
仰
せ
付
ら
れ
候
」（
こ
の
頃
、
武
家

や
村
人
、
町
民
の
間
で
流
行
り
病
が

流
行
っ
て
い
る
。
大
村
の
鹿
島
宮
へ
、

明
日
15
日
か
ら
３
日
２
晩
、
災
い
除

け
の
祈
祷
を
す
る
よ
う
仰
せ
つ
け
ら

れ
た
）
と
記
さ
れ
て
お
り
、
白
河
の

総そ
う

鎮ち
ん

守じ
ゅ

で
あ
っ
た
鹿か

嶋し
ま

神じ
ん

社じ
ゃ

に
祈
祷

が
命
じ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

こ
の
病
は
、
安
政
年
間
、
江
戸
か

ら
全
国
各
地
に
広
が
っ
た「
コ
レ
ラ
」

の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

江
戸
で
は
安
政
５
年
（
１
８
５
７
）

に
流
行
し
、
こ
の
病
を
「
狐こ

狼ろ

狸り

」

と
い
う
妖
怪
の
せ
い
だ
と
す
る
噂
が

広
ま
り
、
混
乱
し
て
い
ま
し
た
。
そ

の
他
に
、
流
行
の
前
兆
と
し
て「
厄や

く

神じ
ん

の
王お

う

」
が
現
れ
、
宿
を
貸
し
た
者

に
白は

く

澤た
く

（
中
国
の
聖
獣
）
の
図
が
描

か
れ
た
病
除
け
の
お
札
を
授
け
た
と

い
う
噂
も
広
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

人
々
の
間
で
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が

飛
び
交
う
な
か
、
お
札
や
呪ま

じ
な

い
、
神み

輿こ
し

・
獅
子
舞
の
巡
行
、
あ
る
い
は
正

月
で
も
な
い
の
に
、
門
松
を
立
て
、

し
め
縄
を
め
ぐ
ら
し
、
新
し
い
年
を

迎
え
た
よ
う
に
す
る
こ
と
で
災
厄
を

避
け
よ
う
と
し
ま
し
た
。

仮か

名な

垣が
き

魯ろ

文ぶ
ん

は
、
こ
の
時
の
様
子

を「
祇ぎ

園お
ん

会え

と
年
越
と
を
打
交
へ
た

る
心
地
せ
り
」（
疫
病
を
払
う
夏
の
祇

園
祭
と
年
越
し
が
一
度
に
来
た
よ
う

だ
）
と
記
し
て
い
ま
す
（『
安あ

ん

政せ
い

箇こ

労ろ

痢り

流り
ゅ
う

行こ
う

記き

』〈
１
８
５
８
〉）。

　

江
戸
時
代
の
流
行
り
病
へ
の
対
処

は
、
必
ず
し
も
医
学
に
基
づ
い
た
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
さ

ま
ざ
ま
な
対
策
に
よ
り
、
流
行
り
病

を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。

第
十
七
話

江
戸
時
代
の

　
　

流は

行や

り
病

小
峰
城
よ
も
や
ま
話

問
文
化
財
課
☎
㉗
２
３
１
０

▲刷り物 『安政箇労痢流行記』より
   （国立公文書館蔵）
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え
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