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凡例
１　本書は、市ゆかりの人物に関する基本文献に相当する関係資料をまとめ、それ
　らの関係資料を基礎にして、当該人物の叙述を試みたものです。
２　本書は、原則として三部構成になっています。
　①　当該人物の概要が理解できるように平易に叙述した専門家の寄稿文
　②　当該人物に関する関係資料を現代的な言葉で意訳した現代語訳
　③　当該人物に関する関係資料の本文（原漢文については訓読体で表記）
３　本書は、久喜市ゆかりの人物に関する一般的な読み物と、当該人物に関する基
　本文献に相当する関係資料を整理した資料集に相当するものです。
４　本書の刊行に当たり、次の方々にご協力をいただきました。ここに記してお礼
　申し上げます（敬称略）。
　　　榎本善之助、久喜市公文書館、久喜市立郷土資料館、久喜・中島敦の会、
　　　光明寺、小林晴夫、嶋田実、中島甲臣、中島静、中島桓、鷲宮神社
５　本書内の「中島甲臣家古文書」「中島桓家古文書」「中島元夫家古文書」は、
　久喜市公文書館で所蔵し、一般の利用に供されているものです。
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寄稿（村山吉廣氏）

　

幸こ
う

魂こ
ん

教き
ょ
う

舎し
ゃ

を
開
い
て
沢
山
の
人
々
に
漢
学
を
教
授
し
た
中な

か

島じ
ま

撫ぶ

山ざ
ん

は
、
も

と
は
久
喜
の
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
生
家
は
、
当
時
江
戸
と
呼
ば
れ
た
東
京
の

日に

本ほ
ん

橋ば
し

新し
ん

乗の
り

物も
の

町ち
ょ
う
に
あ
り
ま
し
た
。
現
在
の
中

ち
ゅ
う

央お
う

区く

日に

本ほ
ん

橋ば
し

堀ほ
り

留ど
め

町ち
ょ
う

二
丁
目

あ
た
り
で
す
。
家
業
は
乗の

り

物も
の

師し

で
、当
時
の
交
通
手
段
だ
っ
た
駕か

籠ご

を
製
造
し
、

こ
れ
を
商あ

き
な

う
も
の
で
し
た
。
駕
籠
に
も
庶
民
の
使
う
簡
単
な
辻つ

じ

籠か
ご

か
ら
大だ

い

名み
ょ
う

籠か
ご

の
よ
う
な
立
派
な
も
の
ま
で
あ
り
ま
し
た
が
、
中
島
家
は
御お

ん

乗の
り

物も
の

師し

・
中
嶋
屋

清せ
い

右え

衛も

門ん

と
名
乗
り
、
代
々
武
家
や
大
名
家
に
駕
籠
を
納
め
る
の
を
業ぎ

ょ
う

と
し
て

栄
え
て
い
ま
し
た
。
撫
山
の
父
は
良
雅
と
言
い
、
十
一
代
目
に
当
た
り
、
撫
山

は
そ
の
長
男
で
す
。生
ま
れ
た
の
は
文ぶ

ん

政せ
い

十
二
年（
一
八
二
九
）四
月
十
二
日
で
、

時
の
将
軍
は
十
一
代
家い

え

斉な
り

で
し
た
。

　

撫
山
の
名
は
慶け

い

太た

郎ろ
う

。
母
は
十
一
歳
の
時
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
天て

ん

保ぽ
う

十

三
年（
一
八
四
二
）、
十
四
歳
の
時
に
千せ

ん

住じ
ゅ（
現
・
足あ

立だ
ち

区く

千
住
）に
い
た
医
師
で

漢
学
を
教
え
て
い
た
出で

井い

貞て
い
じ
ゅ
ん順
の
塾
に
入
り
漢
学
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
い
ま

　
　
　
江
戸
の
商
家
に
生
ま
れ
て

中島慶太郎の住所等（中島元夫家古文書№2244）
　明治5年に久喜本町に戸籍を編製するに際し、
撫山自身が作った案文と考えられているものの一部。
ただし、それ以後の情報も部分的に加筆あり。
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寄稿（村山吉廣氏）

す
。
撫
山
が
学
問
好
き
で
利り

発は
つ

だ
っ
た
の
で
、
貞
順
は
間
も
な
く
撫
山
を
自
分

の
師
で
あ
る
亀か

め

田だ

綾り
ょ
う
ら
い瀬
の
塾
に
入
ら
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
綾
瀬
は
、
文ぶ

ん

化か

・
文ぶ

ん

政せ
い

時
代
に
漢
学
者
と
し
て
も
文
人
と
し
て
も
江
戸
の
人
々
に
高
い
人
気

の
あ
っ
た
亀
田
鵬ほ

う

斎さ
い

の
嗣し

子し

で
し
た
。す
で
に
綾
瀬
は
晩
年
で
も
あ
っ
た
の
で
、

撫
山
は
綾
瀬
の
養
子
の
鶯お

う

谷こ
く

に
教
え
を
受
け
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

　

弘こ
う

化か

二
年（
一
八
四
五
）、
十
七
歳
と
な
っ
た
撫
山
は
元げ

ん

服ぷ
く

し
ま
す
。
師
の
鶯

谷
は
撫
山
に
伯は

く

章し
ょ
うと

い
う
字あ

ざ
な

を
贈
り
ま
す
。
二
年
後
の
弘こ

う

化か

四
年
に
父
の
良
雅

が
四
十
歳
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
十
九
歳
と
な
っ
た
撫
山
は
、
長
男

と
し
て
の
立
場
上
、
当
然
家
業
を
継
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
綾
瀬
・
鶯

谷
両
先
生
に
就
い
て
学
問
に
励
ん
で
い
る
う
ち
に
学
問
へ
の
志
向
が
強
く
な
り
、

家
業
を
継
ぐ
気
持
ち
が
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
習
慣
と
し
て
、
商
人
が

大
名
家
な
ど
に
物
品
を
納
入
す
る
時
に
は
、
相
手
方
の
役
人
に
接
待
を
し
た
り

金き
ん

品ぴ
ん

を
贈
っ
た
り
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
し
た
。
潔
癖
な
撫
山
に
は
こ
う
い
う

こ
と
も
気
の
す
す
ま
な
い
理
由
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
撫
山
は
、

安あ
ん

政せ
い

四
年（
一
八
五
七
）、
ゆ
か
り
の
あ
る
中
嶋
屋
を
別
の
名
義
人
に
ゆ
ず
り
、

『楽托日記』（中島元夫家古文書№2107）
　安政4年8月22日から9月12日までにかけ
て、江戸から日光までを往復した旅の記
録。この旅は、家業を棄て学問で独立
するという、29歳の時の撫山の覚悟を示
したものとして貴重。
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寄稿（村山吉廣氏）

家
を
出
て
町
の
儒
者
と
な
る
道
を
選
び
、
塾
を
開
い
て
両

り
ょ
う

国ご
く

矢や

ノの

倉く
ら（
現
・
中

ち
ゅ
う

央お
う

区く

東ひ
が
し

日に

本ほ
ん

橋ば
し

）に
住
む
こ
と
に
し
ま
し
た
。
塾
の
名
は
演え

ん

孔こ
う

堂ど
う

。
師
の
鶯
谷
が
学が

く

孔こ
う

堂ど
う

で
す
か
ら
、
そ
の
精
神
を
引
き
継
ぎ
、「
孔こ

う

子し

の
道
を
推
し
広
め
よ
う
」と

い
う
意
気
込
み
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
ろ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
世
は

幕
末
で
明め

い

治じ

維い

新し
ん

ま
で
あ
と
十
年
、
安あ

ん

政せ
い

の
大
獄
、
天て

ん

狗ぐ

党と
う

の
乱
な
ど
が
相
次

ぎ
、
江
戸
市
中
に
は
コ
レ
ラ
も
流
行
し
て
世
間
は
騒
然
と
し
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
も
せ
っ
か
く
矢
ノ
倉
に
開
塾
し
た
の
も
つ
か
の
ま
、
二
年
後
に
は
同
じ
師

に
学
ん
で
親
し
く
し
て
い
た
先
輩
の
新あ

ら

井い

稲と
う

亭て
い

と
い
う
人
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
稲
亭
は
神か

ん

田だ

お
玉た

ま

が
池い

け（
現
・
千ち

代よ

田だ

区く

岩い
わ

本も
と

町ち
ょ
う）と

い
う
所
で
塾
を

開
い
て
い
ま
し
た
が
、
師
を
失
っ
た
そ
の
門
人
か
ら
、
撫
山
に
こ
の
塾
に
移
っ
て

自
分
た
ち
を
指
導
し
て
く
れ
る
よ
う
に
と
い
う
強
い
要
請
が
あ
り
ま
し
た
。
こ

の
た
め
情

じ
ょ
う

誼ぎ

に
篤あ

つ

い
撫
山
は
、
間
も
な
く
矢
ノ
倉
を
去
っ
て
お
玉
が
池
に
移
り

ま
す
。
こ
こ
は
当
時
江
戸
の
有
名
な
文
教
地
区
と
し
て
、
梁や

な

川が
わ

星せ
い

巌が
ん

の
玉

ぎ
ょ
く

池ち

吟ぎ
ん

社し
ゃ

、
佐さ

久く

間ま

象し
ょ
う

山ざ
ん

の
玉

ぎ
ょ
く

池ち

書し
ょ

院い
ん（
象
山
書
院
）、
更
に
は
北ほ

く

辰し
ん

一い
っ

刀と
う

流り
ゅ
うの
千ち

葉ば

周し
ゅ
う

作さ
く

の
玄げ

ん

武ぶ

館か
ん

な
ど
が
あ
る
所
で
し
た
。
亡
く
な
っ
た
稲
亭
の
名
は
豊
、
武ぶ

州し
ゅ
う

鹿か
な

扁額「演孔堂」
（中島元夫家古文書）
　撫山の師にあたる亀田鶯
谷の書。紙に書かれている。
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寄稿（村山吉廣氏）

室む
ろ（
現
・
さ
い
た
ま
市
岩い

わ

槻つ
き

区く

鹿
室
）の
出
身
で
す
。
こ
れ
が
の
ち
の
撫
山
と
埼

玉
と
の
つ
な
が
り
の
は
じ
ま
り
と
な
り
ま
す
。

　

三
百
年
つ
づ
い
た
徳
川
幕
府
が
倒
れ
る
寸
前
の
慶け

い

応お
う

二
年（
一
八
六
六
）に
、

稲
亭
の
遺
児
で
鹿
室
に
塾
を
開
い
て
い
た
桐と

う

蔭い
ん

が
若
く
し
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
も
と
も
と
桐
蔭
は
撫
山
と
親
し
く
、
兄け

い

事じ

し
て
い
ま
し
た
か
ら
桐
蔭
の

門
人
た
ち
は
撫
山
に
鹿
室
に
来
て
自
分
た
ち
に
も
講
義
を
し
て
ほ
し
い
と
依
頼

し
て
来
ま
し
た
。
撫
山
は
こ
の
時
も
こ
の
地
の
人
々
の
願
い
を
入
れ
る
と
と
も

に
、
そ
の
後
も
く
り
返
し
鹿
室
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
い

る
う
ち
に
幕
府
が
倒
れ
、年
号
も
明
治
と
改
ま
り
ま
し
た
。こ
の
年（
一
八
六
八
）

撫
山
は
四
十
歳
と
な
っ
て
い
ま
す
。
江
戸
は
東
京
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
が
、
市
中
は
時
代
の
交
代
で
混
乱
し
て
い
ま
し
た
。
孔
子
を
祀
っ
た
湯ゆ

島し
ま

の
聖せ

い

堂ど
う

で
孔
子
を
外
へ
出
ら
れ
な
く
す
る
と
言
っ
て
孔
子
廟び

ょ
うに
乱
暴
に
も
矢や

来ら
い

　
　
　
久
喜
に
移
り
住
む
ま
で

中島きく（中島桓氏蔵）
　本名は、亀田よし。信州須坂藩士
族の出身。安政2年10月の大地震で
先妻の紀玖が亡くなった後に、後添え
として中島家に入ったことから、以降
は「きく」を名乗ったと伝えられている。
天保7年生。大正13年没。
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寄稿（村山吉廣氏）

を
設
け
た
り
、
書
庫
の
典て

ん

籍せ
き

を
持
ち
出
し
て
近
く
の
神か

ん

田だ

川が
わ

に
棄
て
た
り
す
る

者
さ
え
現
れ
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る「
旧

き
ゅ
う

物ぶ
つ

破は

壊か
い

」で
す
。
騒
が
し
い
こ
と
の
嫌
い

な
撫
山
は
次
第
に
こ
の
東
京
に
い
る
こ
と
に
嫌
悪
感
を
覚
え
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
そ
こ
で
鹿
室
に
行
く
時
に
は
、
更
に
そ
の
近
く
の
大お

お

場ば

村む
ら（
現
・
春か

す

日か

部べ

市し

大
場
）の
大お

お

垣が
き

家
や
本ほ

ん

郷ご
う

村む
ら（
現
・
杉す

ぎ

戸と

町ま
ち

本
郷
）の
大お

お

作さ
く

桃と
う

塢う

の
邸
に
も
泊

ま
り
、
何
日
間
か
土
地
の
人
々
に
漢
籍
の
講
義
を
し
た
り
し
て
過
ご
す
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
次
第
に
撫
山
と
こ
の
あ
た
り
の
人
々
と
の
縁
が
深

く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
の
こ
ろ
、
大
場
や
本
郷
と
も
あ
ま
り
離
れ
て
い
な
い
久く

喜き

町ま
ち（

現
・
久
喜
市
）

の
人
々
の
間
に
、
撫
山
先
生
を
町
に
呼
ん
で
住
ん
で
も
ら
お
う
と
い
う
動
き
が

始
ま
り
ま
し
た
。
も
と
も
と
久
喜
に
は
享

き
ょ
う

和わ

三
年（
一
八
〇
三
）設
立
の
遷せ

ん

善ぜ
ん

館か
ん

と
い
う
郷ご

う

校こ
う

が
あ
り
ま
し
た
。
当
時
、
民
政
に
尽
力
し
て「
寛か

ん

政せ
い

の
三
代
官
」の

一
人
に
数
え
ら
れ
た
早は

や

川か
わ

正ま
さ

紀と
し

が
代
官
と
し
て
赴
任
し
、
土
地
の
有
力
者
と
相

談
し
て
庶
民
教
育
の
た
め
に
設
立
し
た
学
校
で
す
。
遷
善
館
で
は
江
戸
か
ら
立

派
な
学
者
を
招
い
て
教
授
と
し
ま
し
た
が
、
そ
の
な
か
に
選
ば
れ
た
の
が
撫
山

大作桃塢（『文蔚堂詩文鈔』・個人蔵）
　新井稲亭・桐蔭親子の高弟で、
撫山と埼玉とを結びつけた人物の一
人。明治45年に『文蔚堂（ぶんうつど
う）詩文鈔』を刊行。天保2年生、大
正9年没。
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寄稿（村山吉廣氏）

の
師
の
家
の
亀
田
鵬ほ

う

斎さ
い

で
あ
り
、
そ
の
子
の
綾

り
ょ
う

瀬ら
い

で
し
た
。
幕
末
に
は
す
で
に

遷
善
館
は
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
教
え
を
受
け
た
人
々
の
子
孫
が
少

な
か
ら
ず
い
ま
し
た
。
こ
の
人
々
は
鵬
斎
・
綾
瀬
に
つ
な
が
り
、
綾
瀬
の
あ
と
の

鶯お
う

谷こ
く

の
有
力
な
弟
子
で
あ
る
撫
山
こ
そ
来
て
も
ら
う
の
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
学

者
だ
と
考
え
た
わ
け
で
す
。
撫
山
も
、
遷
善
館
の
遺
風
が
残
り
、
こ
の
よ
う
に

熱
心
な
人
々
の
い
る
土
地
に
迎
え
ら
れ
る
こ
と
を
喜
び
心
強
く
思
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
明
治
初
年
、
撫
山
の
久
喜
来
住
が
決
定
し
て
い
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。撫
山
を
招
く
運
動
の
中
心
に
な
っ
て
い
た
の
は
宮
内
氏
・
内
田
氏
・

榎
本
氏
・
野
原
氏
・
田
中
氏
な
ど
い
ず
れ
も
土
地
の
有
力
者
で
、
住
居
な
ど
も

提
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

明
治
五
年（
一
八
七
二
）、
戸こ

籍せ
き

令れ
い

が
定
ま
る
と
、
撫
山
は
久く

喜き

本ほ
ん

町ま
ち

に
戸
籍

を
定
め
、
翌
年
八
月
に
は
久
喜
本
町
の
私
宅
に「
幸こ

う

魂こ
ん

教き
ょ
う

舎し
ゃ

」を
設
け
ま
し
た
。

「
幸
魂
」と
は
武
州
の
古
名「
幸さ

き

つ
御み

魂た
ま

」「
幸さ

き

魂た
ま

」に
基
づ
く
も
の
で
、
呼
び
方

は「
こ
う
こ
ん
」と
も「
さ
き
た
ま
」と
も
し
て
い
ま
し
た
。

　

な
お
、
撫
山
の
久
喜
来
住
の
動
機
の
一
つ
と
な
っ
た
遷
善
館
に
は
、
文ぶ

ん

化か

五

扁額「幸魂教舎」（中島甲臣家古文書№1）
　撫山の師にあたる亀田鶯谷の書。木に彫られている。
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寄稿（村山吉廣氏）

年（
一
八
〇
八
）に
建
て
ら
れ
た「
新
建
久
喜
遷
善
館
記
」の
石
碑
が
あ
り
ま
し

た
。
撰せ

ん

文ぶ
ん

は
亀
田
鵬
斎
で
、
館
の
建
て
ら
れ
た
次
第
が
漢
文
体
で
述
べ
ら
れ
て

い
て
、
刻
ま
れ
た
文
字
も
書
で
名
高
い
鵬
斎
の
手
に
よ
る
も
の
で
し
た
が
、
残

念
な
が
ら
明
治
十
一
年（
一
八
七
八
）の
久
喜
の
大
火
で
焼
け
て
崩
れ
お
ち
て
し

ま
い
ま
し
た
。
現
在
、
市
の
公こ

う

文ぶ
ん

書し
ょ

館か
ん

の
入
口
に
設
置
を
さ
れ
て
い
る
も
の
は

当
時
の
拓た

く

本ほ
ん

を
も
と
に
し
て
復
元
し
た
も
の
で
す
。

　

幸
魂
教
舎
で
ど
の
よ
う
な
講
義
が
行
わ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
久
喜
市
本ほ

ん

町ち
ょ
う

一
丁
目
の
斎
藤
家
か
ら
出
た
文
書
に
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

　
　
　
幸
魂
教
舎
の
教
育

拓本「新建久喜遷善館記」碑陽（小林晴夫氏蔵）
　撫山の師筋にあたる亀田鵬斎の撰文で、筆も鵬斎自
身によるもの。碑陰には、建碑関係者の名前が刻まれて
いた。

一
之
日　
　

午
後　
　

毛も
う

詩し　
　
　
　

二
之
日　
　

同　
　
　

中
ち
ゅ
う

庸よ
う

三
之
日　
　

同　
　
　

周
し
ゅ
う

易え
き　

　
　
　

四
九
日　
　

午
前　
　

論ろ
ん

語ご

六
之
日　
　

同　
　
　

孟も
う

子し　
　
　
　

七
之
日　
　

同　
　
　

万ま
ん

葉よ
う

八
之
日　
　

同　
　
　

韓か
ん

文ぶ
ん　
　
　
　

五
之
日　
　

同　
　
　

古こ

事じ

記き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

詩し

文ぶ
ん

会か
い
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寄稿（村山吉廣氏）

十
之
日　
　

休
日

　
「
一
之
日
」と
い
う
の
は
一
日
、
十
一
日
、
二
十
一
日
、
三
十
一
日
の
こ
と
で

す
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
十
日
、
二
十
日
、
三
十
日
は
休
み
で
、
ほ
か
の
日
は
課

業
が
あ
り
ま
す
。
毛も

う

詩し

・
周

し
ゅ
う

易え
き

は
五ご

経き
ょ
う
と
い
う
中
国
古
典
の
な
か
の『
詩し

経き
ょ
う
』

『
易え

き

経き
ょ
う』の
こ
と
で
、『
中

ち
ゅ
う

庸よ
う

』『
論ろ

ん

語ご

』『
孟も

う

子し

』は
四し

書し
ょ

と
よ
ば
れ
る
儒
教
の
重

要
な
古
典
で
す
。
教
育
の
基
本
は
、
こ
の
よ
う
に
従
来
日
本
で
も
重
視
さ
れ
て

き
た
儒じ

ゅ

教き
ょ
うの

古
典
、
す
な
わ
ち
漢か

ん

籍せ
き

を
読
む
こ
と
を
重
ん
じ
ま
し
た
。
ほ
か
に

「
韓か

ん

文ぶ
ん

」が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
唐
の
文
人
韓か

ん

愈ゆ

の
文
章
の
こ
と
で
、
漢
文
を

読
む
力
と
漢
文
を
綴
る
漢
作
文
の
勉
強
の
た
め
の
教
材
で
す
。
教
科
に
は
こ
の

ほ
か『
万ま

ん

葉よ
う

集し
ゅ
う』と『
古こ

事じ

記き

』が
あ
り
、日
本
の
古
典
も
学
び
ま
し
た
。
ま
た「
五

之
日
」に
は
詩し

文ぶ
ん

会か
い

が
あ
り
、
塾
生
は
自
分
の
作
っ
た
漢
文
・
漢
詩
を
提
出
し

て
先
生
に
直
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

撫
山
は
亀
田
鵬
斎
の
学
統
を
継
ぎ
、江
戸
で
も
知
ら
れ
た
学
者
で
し
た
の
で
、

地
元
の
人
々
の
信
望
も
厚
く
、
開
塾
す
る
と
久
喜
周
辺
の
人
々
が
次
々
と
入
門

し
ま
し
た
。
現
在
残
さ
れ
て
い
る
入
門
帳
に
よ
る
と
、
入
門
者
は
久
喜
を
中
心

「名簿」「及門生名氏録」
「入門生氏名籍」
（中島元夫家古文書№2108～№2110）
　中島家に残されていた3冊の入門帳
は、おおよそ「明治14年まで」「明治14
年12月～明治18年」「明治17年～明治
30年」の3期に分冊されている。
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寄稿（村山吉廣氏）

に
、
現
在
の
北
埼
玉
郡
、
南
埼
玉
郡
、
北
葛
飾
郡
に
わ
た
り
、
県
外
で
は
茨
城
、

栃
木
、
千
葉
県
の
関せ

き

宿や
ど

か
ら
来
る
人
も
い
ま
し
た
。
関
宿
は
旧
藩
時
代
に
師
の

鶯
谷
が
藩
の
儒
者
と
な
っ
て
い
て
、
撫
山
も
師
の
代
講
で
し
ば
し
ば
関
宿
に
赴

い
て
い
た
の
で
門
下
の
人
も
少
な
く
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

　

明め
い

治じ

九
年（
一
八
七
六
）、
撫
山
は
四
十
八
歳
と
な
り
ま
し
た
が
、
入
門
者
が

多
い
の
で
夏
に
一
室
を
増
築
し
て
い
ま
す
。
当
時
は
す
で
に「
国こ

く

民み
ん

皆か
い

教き
ょ
う

育い
く

」の

名
の
下
に
全
国
に
小
学
校
が
建
て
ら
れ
公
教
育
が
施
行
さ
れ
、
従
来
の
寺て

ら

子こ

屋や

や
私し

塾じ
ゅ
くに

は
政
府
か
ら
圧
迫
も
加
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
地
元
で
は

撫
山
の
幸
魂
教
舎
の
人
気
が
高
く
、
住
民
は
こ
こ
を「
中
島
学
校
」と
言
っ
て
親

し
み
、
た
と
え
公
教
育
を
受
け
て
い
て
も
中
島
学
校
に
行
っ
て
い
な
い
と
重
ん

じ
ら
れ
な
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
中
島
学
校
に
は「
幸
魂
教
舎
」と
書

い
た
置
き
傘
が
あ
り
、
雨
の
日
に
は
こ
の
傘
を
さ
し
た
若
者
が
町
中
を
往
来
す

る
姿
が
よ
く
見
ら
れ
た
と
い
う
当
時
の
様
子
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
細ほ

そ

面お
も
てで

眼が
ん

光こ
う

す
る
ど
く
、
髪
は
、
は
じ
め
は
総そ

う

髪は
つ

、
の
ち
に
は
結け

っ

髪ぱ
つ

に
変
わ
り
ま
し
た
。

白
く
長
い
ひ
げ
が
あ
り
、
一
見
し
て
江
戸
時
代
の
儒
者
を
ま
の
あ
た
り
に
見
る

久喜駅停車場敷設に奔走した人々
（榎本善之助氏蔵）
　明治17年の久喜駅停車場の敷設に奔走
した吉田元輔、榎本謙次郎、野原吉兵衛、
長谷川喜吉などは、幸魂教舎の門生。野
原新兵衛は、撫山の久喜本町宅の土地を
提供した人物。
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思
い
が
し
ま
す
。
塾
生
へ
の
訓
育
に
は
熱
心
で
あ
る
と
共
に
、
自
分
自
身
の
研

学
に
も
つ
ね
に
努
力
を
し
て
い
ま
し
た
。
政
府
が
旧
式
の
私
塾
を
排
除
し
よ
う

と
し
て
い
た
時
代
に
地
域
の
人
々
か
ら
支
持
さ
れ
、
明
治
の
末
に
亡
く
な
る
ま

で
四
十
年
近
く
も
久
喜
の
地
で
教
舎
を
維
持
し
て
来
た
の
は
立
派
な
こ
と
で

す
。門
下
で
知
名
と
な
っ
た
人
々
を
任
意
に
挙
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

宮
内
翁
助（
県
会
議
員
、
衆
議
院
議
員
、
私
立
明
倫
館
創
設
者
）、
吉
田

元
輔（
県
会
議
員
）、
新
井
鬼
司（
同
上
）、
内
田
立
輔（
県
会
議
員
、
清

久
村
長
）、
高
木
亮
助（
同
上
）、
新
井
門
之
助（
県
会
議
員
、
水
深
村
長
）、

榎
本
謙
次
郎（
久
喜
町
長
）、
杉
村
常
右
衛
門（
同
上
）、
野
原
吉
太
郎

（
同
上
）、
田
中
純
治（
太
田
村
長
）、
奥
貫
喜
市（
江
面
村
長
）、
真
田
陸

三
郎（
清
久
村
長
）、
中
山
正
一（
大
桑
村
長
）、
石
井
参
四
郎（
水
深
村

長
）、
角
田
美
之
輔（
同
上
）、
野
中
広
助（
埼
玉
酒
造
株
式
会
社
専
務
取

締
役
）、
角
田（
の
ち
に
田
沼
）勝
之
助（
日
本
製
銅
社
社
長
・
私
立
横
浜

高
等
女
学
校
理
事
長
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
撫
山
及
び
幸
魂
教
舎
が
地
方
文
化
培
養
に
尽
く
し
た
功
績
は

宮内翁助（嶋田実氏蔵）
　撫山の弟子。撫山の次男で初代明倫館
館長となる端蔵と教育の充実で意気投合
し、埼玉県会議員を辞職した後に私立明
倫館を設立する。その後衆議院議員となる。
嘉永６年生。大正元年没。
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寄稿（村山吉廣氏）

偉
大
で
す
。
な
お
、
教
舎
及
び
居
宅
は
明
治
四
十
二
年
秋
に
本ほ

ん

町ま
ち

か
ら
新し

ん

町ま
ち

に

移
り
ま
し
た
。
そ
の
時
、
建
物
は
ロ
ー
ラ
ー
に
の
せ
ら
れ
て
町
中
を
移
動
し
た

と
の
こ
と
で
す
。
こ
の
建
物
は
平
成
十
年
に
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、

敷
地
内
に
は
い
ま
も「
撫
山
中
島
先
生
終し

ゅ
う

焉え
ん

之
地
」の
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。
没

後
三
十
年
祭
の
も
の
で
、
撫
山
の
六
男
田た

び

人と

の
撰せ

ん

文ぶ
ん

に
よ
る
も
の
で
す
。

　

撫
山
の
学が

く

祖そ

に
当
た
る
亀
田
鵬
斎
は
、
折せ

っ

衷ち
ゅ
う

学が
く

を
唱
え
、
幕
府
公
認
の
朱
子

学
に
も
同
調
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
文
人
に
徹
し
、
酒
と
旅
と
詩
で
後

半
生
を
過
ご
し
、
豪
快
さ
で
江
戸
市
中
の
人
気
の
高
い
人
で
し
た
。「
詩し

書し
ょ

画が

三
絶ぜ

つ

」の
名
が
あ
り
、
詩
と
共
に
そ
の
書
や
画
も
大
い
に
も
て
は
や
さ
れ
ま
し

た
。
嗣
子
の
綾
瀬
は
父
と
ち
が
っ
て
謹き

ん

直ち
ょ
くな

学
者
で
し
た
。
そ
の
養
子
と
な
っ

た
の
が
鶯
谷
で
、
現
在
の
茨
城
県
結ゆ

う

城き

郡ぐ
ん

八や

千ち

代よ

町ま
ち

の
生
ま
れ
で
す
。
鶯
谷
も

す
ぐ
れ
た
学
者
で
、
亀
田
家
は
三
代
学
者
が
つ
づ
き「
亀
田
三
先
生
」と
よ
ば
れ

　
　
　
撫
山
は
ど
ん
な
学
者
だ
っ
た
の
か

久喜新町宅平面図（中島元夫家古文書№2879）
　明治42年に久喜本町から久喜新町に転居す
ることを、当時北京に在住していた三男竦之助
（しょうのすけ）に知らせた手紙に同封されてい
たもの。
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寄稿（村山吉廣氏）

ま
し
た
。
現
在
、
同
町
東ひ

が
し

蕗ふ
き

田た

の
鶯
谷
の
生
家
鈴
木
家
に
は
亀
田
三
先
生
の
顕

彰
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。
鶯
谷
の
学
問
は
二
先
生
と
少
し
異
な
り
、
漢
学
と
国

学
と
を
折せ

っ

衷ち
ゅ
うし
た「
皇こ

う

漢か
ん

学が
く

」と
い
う
も
の
で
し
た
。
撫
山
は
鶯
谷
の
第
一
の
高

弟
で
あ
り
、
そ
の
学
問
も
忠
実
に
受
け
継
い
で
い
ま
す
。
幸
魂
教
舎
で
、
漢

学
の
ほ
か
に『
万
葉
集
』や『
古
事
記
』を
講
義
し
て
い
た
の
は
そ
の
た
め
で
す
。

従
っ
て
撫
山
の
学
風
は
朱し

ゅ

子し

学が
く

の
よ
う
な
か
た
く
な
な
と
こ
ろ
が
な
く
、
国こ

く

学が
く

の
も
つ
お
お
ら
か
さ
も
少
し
加
わ
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
詩
や
文
章
は
、
師
の
鶯

谷
の
好
み
を
反
映
し
て
唐
の
韓か

ん

愈ゆ

の
詩
文
を
慕
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
古
め
か

し
く
難
解
な
所
が
あ
り
ま
し
た
。

　

著
作
に
は
ま
ず『
性せ

い

説せ
つ

疏そ

義ぎ

』が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
鵬
斎
の
論
説「
性
説
」に

解
釈
を
加
え
た
も
の
で
、
人
の
持
っ
て
生
ま
れ
た「
本
性
」と
は
ど
う
い
う
も
の

か
と
い
う
儒
教
の
根
本
に
あ
る
問
題
に
新
し
い
解
釈
を
加
え
よ
う
と
し
た
も
の

で
す
。
こ
の
本
は
写し

ゃ

本ほ
ん

の
ま
ま
伝
わ
り
ま
し
た
が
、
昭
和
十
年（
一
九
三
五
）に

写
真
製
版
さ
れ
て
出
版
さ
れ
ま
し
た
。

　

次
に『
日ひ

文ふ
み

草そ
う

篆て
ん

考こ
う

』が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
写
本
の
ま
ま
で
伝
え
ら
れ
、
出

「性説疏義」稿本
（中島元夫家古文書№2099～№2100）
　撫山が長男靖に与えたもので、増
永茂十郎と吉田忠太郎が中心になっ
て出版した『性説疏義』の写真製版
の基になった稿本。
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寄稿（村山吉廣氏）

版
さ
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。「
日
文
」と
は
神じ

ん

代だ
い

文も

字じ

の
こ
と
で
、
一
部
の
国
学
者

が
漢
字
伝
来
以
前
に
日
本
に
あ
っ
た
と
す
る
文
字
の
こ
と
で
す
。
撫
山
の
も
つ

尚し
ょ
う

古こ

主し
ゅ

義ぎ

の
あ
ら
わ
れ
で
す
。

　
『
古こ

事じ

記き

序じ
ょ

解か
い

』も
国
学
系
の
著
述
で
、
明
治
九
年（
一
八
七
六
）に
一ひ

二ふ

三み

社し
ゃ

か
ら
刊
行
さ
れ
、
撫
山
が
編
集
人
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
師
の
鶯
谷
の
口こ

う

授じ
ゅ

し

た
の
を
筆
記
し
た
も
の
で
す
。『
古
事
記
』の「
序
」に
つ
い
て
考
証
し
た
も
の
で
、

学
術
上
に
価
値
の
あ
る
内
容
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
『
亀
田
三さ

ん

先せ
ん

生せ
い

伝で
ん

実じ
つ

私し

記き

』は
亀
田
鵬
斎
・
綾
瀬
・
鶯
谷
三
先
生
の
伝
記
で
す

が
、
鵬
斎
に
つ
い
て
詳
し
く
て
、
ほ
か
の
二
人
の
伝
は
簡
略
で
す
。
鵬
斎
伝
と

し
て
は
貴
重
な
も
の
で
、
写
本
で
何
人
か
の
筆
写
し
た
も
の
が
伝
わ
っ
て
い
た

だ
け
で
す
が
、
昭
和
十
七
年（
一
九
四
二
）に
、
撫
山
の
三
男
の
玉

ぎ
ょ
く

振し
ん

が
更
に
考

証
を
加
え
、
増
訂
し
た
も
の
の
一
部（
鵬
斎
伝
の
み
）を
活
字
に
し
て
雑
誌
に
連

載
し
て
い
ま
す
。

　

生
前
、撫
山
の
作
っ
た
漢
文
の
作
品
や
詩
は
、没
後
の
昭
和
六
年（
一
九
三
一
）

に『
演え

ん

孔こ
う

堂ど
う

詩し

文ぶ
ん

』と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
線せ

ん

装そ
う

の
活
字
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
ま

「日文草篆考　完」（中島元夫家古文書№2102）
　日文（ひふみ）と呼ばれる神代文字の草書体と
篆書体（てんしょたい）とが、同一の起源から発生
していることを説き明かしたもの。
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寄稿（村山吉廣氏）

し
た
。私
た
ち
は
こ
れ
に
よ
っ
て
撫
山
の
詩
文
の
世
界
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
撫
山
が
人
に
書
い
て
与
え
た
書
画
は
、
久
喜
・
白
岡
を
は
じ
め
周
辺

の
地
区
の
家
々
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
よ
り
撫
山
の
学
芸
や
人
と
な

り
を
身
近
に
知
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
詩
文
は
唐
の
韓
愈
を
慕
っ
て
い
ま
し
た

の
で
、
難
字
も
使
わ
れ
て
い
て
や
や
わ
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
書

体
は
細
目
の
隷れ

い

書し
ょ

体た
い

を
好
み
、画
は
鵬
斎
風
の
文ぶ

ん

人じ
ん

画が

で
す
。撫
山
は
生
前
人
々

の
依
頼
に
よ
り
多
く
の
碑ひ

文ぶ
ん

や
墓ぼ

表ひ
ょ
うを

書
い
て
い
て
、
幸
い
に
し
て
現
在
で
も

近
在
は
も
と
よ
り
広
く
各
地
に
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
人
柄
も

書
風
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
の
い
く
つ
か
を
挙
げ
て
み
る
と
次
の

よ
う
に
な
り
ま
す
。

雪せ
っ

斎さ
い

高
木
翁
勤き

ん

家か

碑（
久
喜
市
下
清
久
）、
小
林
君
墓
銘（
久
喜
市
菖し

ょ
う

蒲ぶ

町ち
ょ
う

三さ
ん

箇が

・
長

ち
ょ
う

龍り
ゅ
う

寺じ

）、
報
徳
祈
寿
・
渡
邉
周
軒
の
碑（
久
喜
市
河か

原わ
ら

代だ
い

）、

千ち

勝か
つ

神
社
報
徳
碑（
久
喜
市
中な

か

妻づ
ま

・
千
勝
神
社
）、
柴し

ば

山や
ま

伏ふ
せ

越こ
し

改
造
碑

（
白
岡
市
柴
山
）、
江
原
寛
行
超ち

ょ
う

俗ぞ
く

碑（
白
岡
市
荒あ

ら

井い

新し
ん

田で
ん

）、
逸へ

ん

見み

先
生

遺
剣
蔵
銘
并

な
ら
び
に序（
春
日
部
市
藤ふ

じ

塚つ
か

）、
武
田
翁
碑（
茨
城
県
結
城
郡
八
千
代

「亀田三先生伝実私記　全　附諸家雑説伝文駁」
（中島元夫家古文書№2446）
　亀田鵬斎・綾瀬・鶯谷の三先生の伝記。鵬斎生誕の地と
される群馬県邑楽郡（おうらぐん）上五箇村（かみごかむら）の
依頼で、明治22年に撫山が執筆したもの。
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寄稿（村山吉廣氏）

町
東
蕗
田
）、
春

し
ゅ
ん

汀て
い

先
生
墓
銘（
栃
木
県
栃と

ち

木ぎ

市し

旭あ
さ
ひ

町ま
ち

・
満ま

ん

願が
ん

寺じ

）、
日ひ

野の
の

井い

碑（
長
野
県
中な

か

野の

市し

小お

館た
て

・
高た

か

梨な
し

氏し

館や
か
た

跡
）、
淡た

ん

水す
い

中
島
翁
衣い

幘さ
く

蔵ぞ
う

碑（
長
野
県
須す

坂ざ
か

市し

常と
き

磐わ

町ち
ょ
う・
奥お

く

田だ

神
社
）。

　

な
お
、
撫
山
の
師
鶯
谷
が
幕
末
に
須す

坂ざ
か

藩
に
出
講
し
て
い
て
、
撫
山
も
代
講

で
同
地
に
赴
い
て
も
い
る
の
で
、
須
坂
の
人
々
と
の
交
わ
り
も
浅
く
な
く
、
後の

ち

添ぞ

え
も
須
坂
の
出
身
で
し
た
。
長
野
県
に
い
く
つ
か
の
碑
文
が
あ
る
の
は
そ
の

た
め
で
す
。

　

残
さ
れ
た
漢
詩
に
よ
っ
て
、
撫
山
の
日
頃
の
信
条
や
生
活
の
一
端
を
知
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
　
　
　

癸き

卯ぼ
う

新
年

　
　

七
十
五
年
強
項
儒　
　
　

七
十
五
年
強き

ょ
う

項こ
う

の
儒じ

ゅ

　
　

謳
春
沿
例
酌
屠
蘇　
　
　

春
を
謳う

た

ひ
例れ

い

に
沿そ

ひ
て
屠と

蘇そ

を
酌く

む

　
　
　
撫
山
漢
詩
の
世
界

『演孔堂詩文』
（中島元夫家古文書№3549）
　24頁の「関係資料　解題」４参照。
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寄稿（村山吉廣氏）

　
　

斯
文
不
墜
伝
家
有　
　
　

斯し

文ぶ
ん

墜お
と

さ
ず
家
に
伝つ

た

ふ
る
あ
り

　
　

自
許
六
経
坦
逓
夫　
　
　

自み
ず
か

ら
許ゆ

る

す
六り

く

経け
い

の
坦た

ん

逓て
い

夫ふ

　

明
治
三
十
六
年（
一
九
〇
三
）正
月
、
七
十
五
歳
の
時
の
作
で
す
。「
強

き
ょ
う

項こ
う

の

儒じ
ゅ

」と
は
頑
固
な
儒
者
。
第
二
句
は
今
年
も
例
年
と
同
じ
く
屠と

蘇そ

を
祝
っ
た
と

い
う
こ
と
。
第
三
句
は「
斯し

文ぶ
ん

」す
な
わ
ち
儒
学
を
守
り
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
。

第
四
句
は
今
も
孔こ

う

子し

の
道
を
後
世
に
伝
え
る
者
と
し
て
努
力
を
つ
づ
け
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。

中島撫山書「新居有感」（中島桓家古文書№4）
　明治42年に久喜本町から久喜新町に転居した
際に、撫山が詠んだ漢詩の一首。『演孔堂詩文』
にも、「移居有感」という題で採録されている。



中島撫山 17

寄稿（村山吉廣氏）

　
　
　
　

移
居
有
感　
　
　
　
　
　

居き
ょ

を
移う

つ

し
て
感か

ん

あ
り

　
　

憶
昔
江
東
亀
戸
里　
　
　

憶お
も

ふ
昔
江こ

う

東と
う

亀か
め
い
ど戸
の
里

　
　

大
翁
荘
宅
頗
相
似　
　
　

大
翁
の
荘そ

う

宅た
く

頗す
こ

ぶ
る
相
似に

た
り

　
　

燬
都
文
政
劫
災
年　
　
　

都と

を
燬や

く
文ぶ

ん

政せ
い

劫ご
う

災さ
い

の
年

　
　

老
子
呱
呱
生
那
裏　
　
　

老
子
呱こ

呱こ

と
し
て
那な

裏り

に
生う

ま

れ
し
を

　

明
治
四
十
二
年
、
撫
山
が
新し

ん

町ま
ち

に
移
り
住
ん
だ
時
の
詩
で
す
。

　

文ぶ
ん

政せ
い

十
二
年（
一
八
二
九
）三
月
、
江
戸
下し

た

町ま
ち

が
全
焼
す
る
大
火
が
あ
り
ま
し

た
。
新
乗
物
町
中
島
家
も
罹り

災さ
い

し
一
家
は
亀

か
め
い

戸ど

に
あ
っ
た
大
祖
父（
大
翁
）の
隠

居
所（
荘
宅
）に
移
っ
て
い
ま
し
た
。翌
月
に
撫
山
は
こ
こ
で
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

「
那な

裏り

」と
は「
そ
こ
で
」の
意
で
す
。こ
の
亀
戸
の
別
宅
が
、ど
う
や
ら
い
ま
移
っ

て
来
た
久く

喜き

新し
ん

町ま
ち

の
家
と
似
た
雰
囲
気
が
あ
る
と
、
遠
い
昔
に
想
い
を
馳は

せ
て

い
る
の
で
す
。
こ
の
年
撫
山
は
八
十
一
歳
で
し
た
。

　
　
　
　

紀き

州し
ゅ
う

道
中

　
　

和
暄
風
土
好
生
涯　
　
　

和わ

暄け
ん

の
風
土
生
涯
に
好よ

し

　
　

南
紀
看
来
殊
富
奢　
　
　

南な
ん

紀き

看み

来き
た

れ
ば
殊は

な

は
だ
富ふ

う

奢し
ゃ

な
り

「久喜新町宅周辺図」（中島元夫家古文書№2812）
　明治42年に久喜本町から久喜新町に転居した際に、当時北京に在住していた三男
竦之助に知らせた手紙に同封されていたもの。
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寄稿（村山吉廣氏）

　
　

嶂
畔
僻
村
皆
瓦
屋　
　
　

嶂
し
ょ
う

畔は
ん

の
僻へ

き

村そ
ん

も
皆み

な
瓦が

屋お
く

　
　

四
山
都
是
蜜
柑
花　
　
　

四
山
都す

べ

て
是
れ
蜜み

柑か
ん

の
花

　

明
治
四
十
三
年（
一
九
一
〇
）、
八
十
二
歳
で
あ
っ
た
撫
山
は
、
伊
勢
神
宮
に

参
拝
し
た
そ
の
足
で
近
畿
各
地
を
遊
覧
し
、
紀き

州し
ゅ
うま
で
出
か
け
て
い
ま
す
。
こ

こ
に
描
か
れ
て
い
る
風
景
は
現
在
の
和
歌
山
県
有あ

り

田だ

郡ぐ
ん

広ひ
ろ

川が
わ

町ち
ょ
うで
す
。「
和わ

暄け
ん

」

は
気
候
が
温
暖
な
こ
と
。「
嶂

し
ょ
う

畔は
ん

」は
山
ふ
と
こ
ろ
。
温
か
い
紀
州
は
暮
ら
す
の

に
適
し
て
い
て
、
し
か
も
裕
福
そ
う
だ
。
山
ふ
と
こ
ろ
の
村
で
も
家
は
ど
こ
も

瓦か
わ
ら

葺ぶ

き
。
山
の
斜
面
に
は
ミ
カ
ン
が
一
杯
花
を
つ
け
て
い
て
う
ら
や
ま
し
い
と

言
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
時
、
撫
山
は
同
町
の
豪
家
浜
口
家
を
訪
ね
、
か
つ
て
鵬
斎
先
生
が
こ
の

地
に
来
て
浜
口
家
の
た
め
に
撰
文
し
た
石
碑
を
た
し
か
め
て
い
ま
す
。
現
在
と

ち
が
っ
て
交
通
不
便
な
時
代
に
、
八
十
老
人
が
こ
ん
な
遠
隔
の
地
に
探
訪
の
旅

に
で
か
け
た
と
は
、
ま
さ
に
老ろ

う

健け
ん（

年
と
っ
て
丈
夫
）と
い
う
ほ
か
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
も
と
も
と
撫
山
は
旅
が
好
き
で
、
若
い
こ
ろ
か
ら
平ひ

ら

泉い
ず
みへ
行
っ
た
り
赤あ

か

城ぎ

を
越
え
た
り
赤あ

か

倉く
ら

温
泉
を
訪
ね
た
り
九く

じ
ゅ
う
く
り

十
九
里
に
遊
ん
だ
り
し
て
い
ま
す
。

「平泉旅物語」写本（個人蔵）
　明治22年5月半ば頃に陸奥の名所を
訪れた際に、30年来の友人の千葉天巉
（てんざん）の自宅を訪ね、一緒に平泉
を訪れた5月19日から24日までの紀行文。
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寄稿（村山吉廣氏）

生
涯
健
康
で
、
年
譜
を
見
て
も
病
気
を
し
た
記
録
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

　

明
治
四
十
三
年（
一
九
一
〇
）八
月
、
現
在
の
熊く

ま

谷が
や

市し

の
あ
た
り
で
利
根
川
が

決
壊
し
歴
史
に
残
る
大
洪
水
が
あ
り
ま
し
た
。久
喜
に
も
大
水
が
押
し
寄
せ『
年

譜
』に
は「
室
ヲ
淹ひ

た

ス
コ
ト
四
五
尺
。
七
日
ニ
シ
テ
始
テ
退し

り
ぞ

ク
。」と
あ
り
ま
す
。

撫
山
の
家
も
も
ち
ろ
ん
被
害
が
あ
り
大
事
な
典
籍
が
水
に
さ
ら
さ
れ
る
な
ど
の

騒
ぎ
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
も
災
い
し
た
か
翌
四
十
四
年（
一
九
一
一
）六

月
二
十
四
日
、
撫
山
は
八
十
三
歳
で
世
を
去
り
ま
し
た
。「
病や

ム
コ
ト
僅わ

ず
か

ニ
十

余
日
」と
あ
り
ま
す
か
ら
大
往
生
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

明
治
初
年
か
ら
、
み
ず
か
ら
創
立
し
た
幸
魂
教
舎
を
維
持
し
、
名
利
を
求
め

ず
世
間
に
媚こ

び
ず
、
地
域
の
人
々
に
愛
さ
れ
地
域
の
人
々
の
た
め
に
尽
く
し
た

す
ぐ
れ
た
生
涯
で
し
た
。

　

撫
山
の
墓
は
市
内
光こ

う

明み
ょ
う

寺じ

に
あ
り
ま
す
。
国
学
の
徒
で
も
あ
り
ま
し
た
か
ら

　
　
　
そ
の
後
の
撫
山
中
島
家

市指定文化財・撫山中島先生之墓
（光明寺・中島甲臣氏）
　神道式の墓。孫の賾臣（もとおみ）が撰文した墓誌銘が
存在することから、墓誌が埋められている可能性がある。
墓域には、後妻きく、実妹うた、異母弟杉陰（さんいん）、
長男靖とその妻子の墓などもある。
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寄稿（村山吉廣氏）

墓
は
神
道
式
で
す
。
そ
こ
に
は
腹
ち
が
い
の
弟
で
山
水
画
家
と
し
て
知
ら
れ
た

杉さ
ん

陰い
ん（
栄え

い

之の

甫す
け

）の
墓
と
、漢
学
で
身
を
立
て
た
長
男
の
綽

し
ゃ
っ

軒け
ん

の
墓
も
あ
り
ま
す
。

綽
軒
は
現
在
の
栃と

ち

木ぎ

市し

入い
り

舟ふ
ね

町ち
ょ
うに
私
塾「
明め

い

誼ぎ

学が
く

舎し
ゃ

」を
開
き
栄
え
て
い
ま
し
た

が
、
不
幸
病
の
た
め
父
に
先
立
っ
て
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
顕
彰
碑
は
地

元
の
人
々
に
よ
っ
て
市
内
の
太お

お

平ひ
ら

山さ
ん

上
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

綽
軒
の
下
の
二
人
の
弟
、
斗と

南な
ん

と
玉

ぎ
ょ
く

振し
ん

も
そ
ろ
っ
て
漢
学
で
身
を
立
て
ま
し

た
。

　

斗
南
は
若
い
頃
か
ら
政
治
に
関
心
が
高
く
、
政
治
小
説
や
近
世
外
交
史
な
ど

の
著
書
を
出
版
す
る
と
共
に
、
雑
誌
に
政
治
評
論
を
寄
せ
た
り
し
て
い
ま
し
た

が
、
最
後
は
大
陸
問
題
に
傾
倒
し『
支し

那な

分ぶ
ん

割か
つ

の
運う

ん

命め
い

』（
大
正
元
年
十
月
・
政

教
社
）を
刊
行
し
て
い
ま
す
。
ま
た
斗
南
の
漢
詩
は
弟
玉
振
に
よ
っ
て『
斗
南
存そ

ん

稿こ
う

』（
昭
和
七
年
十
月
・
文
求
堂
書
店
）と
し
て
世
に
出
さ
れ
ま
し
た
。
詩
才
が

ゆ
た
か
で
、そ
の
作
品
は
人
の
心
を
打
つ
も
の
が
あ
り
ま
す
。
次
の
一
首
は「
自

嘲
戯
咏
」（
自み

ず
か

ら
嘲あ

ざ

け
り
戯た

わ
む

れ
に
咏え

い

ず
）と
題
す
る
も
の
で
す
。

　
　

我
志
未
嘗
譲
古
人　
　
　

我わ

が
志

こ
こ
ろ
ざ
しは
未い

ま

だ
嘗か

つ

て
古こ

人じ
ん

に
譲ゆ

ず

ら
ず

中島綽軒
（小林晴夫氏蔵）
　撫山の長男で、
先妻紀玖の子。名
は靖次郎。明治19
年に靖と改名。名
乗りはなごみ。綽
軒は号。嘉永５年
生、明治39年没。
この写真は、小川
一真（64頁参照）
の撮影。

中島斗南
（中島桓氏蔵）
　撫山の次男で、
後妻きくの子。名
は端蔵。名乗りは
まさし。斗南・勿堂
（ぶつどう）は号。
安政6年生、昭和
5年没。
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寄稿（村山吉廣氏）

　
　

我
材
豈
不
若
今
人　
　
　

我わ

が
材ざ

い

は
豈あ

に
今こ

ん

人じ
ん

に
若し

か
ざ
ら
ん
や

　
　

閑
来
欲
向
天
公
問　
　
　

閑か
ん

来ら
い

天て
ん

公こ
う

に
向む

か

ひ
て
問と

は
ん
と
欲ほ

っ

す

　
　

何
故
生
斯
無
用
人　
　
　

何な
ん

の
故ゆ

え

に
斯こ

の
無む

用よ
う

の
人ひ

と

を
生う

み
し
か
と

　

三
男
の
玉
振
は
兄
と
同
じ
く
大
陸
に
渡
り
、
北ぺ

京き
ん

の
京け

い

師し

警け
い

務む

学が
く

堂ど
う

に
職
を

奉
じ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
間
、
蒙も

う

古こ

事
情
も
研
究
し
て『
蒙
古
通つ

う

志し

』（
大
正

五
年
四
月
・
民
友
社
）を
出
版
し
て
い
ま
す
。
帰
国
後
は
東
京
麹こ

う
じ

町ま
ち

に
あ
っ
た

善ぜ
ん

隣り
ん

書し
ょ

院い
ん

に
招
か
れ
、
晩
年
に
至
る
ま
で
こ
こ
で
蒙
古
語
・
中
国
語
な
ど
の
教

授
を
し
て
い
ま
し
た
。
か
た
わ
ら
中
国
の
古
代
文
字
の
研
究
を
し『
書し

ょ

契け
い

淵え
ん

源げ
ん

』

（
昭
和
十
二
年
十
月
・
文
求
堂
書
店
）と
い
う
大
著
も
出
版
し
て
い
ま
す
。
こ
の

こ
ろ
の
善
隣
書
院
の
講
義
テ
キ
ス
ト
を
み
る
と
、
中
国
の
小
説
や
歴
史
・
現
状

な
ど
、
当
時
の
中
国
を
正
し
く
紹
介
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

ほ
か
の
弟
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
社
会
的
に
す
ぐ
れ
た
活
動
を
し
て
い
ま
す
が
、

六
男
の
田た

人び
と

は
漢
文
の
教
師
と
な
り
、
国
内
の
い
く
つ
か
の
中
学
校
で
教

き
ょ
う

鞭べ
ん

を

執と

っ
た
後
、
京け

い

城じ
ょ
う（
現
在
の
韓
国
ソ
ウ
ル
）に
あ
っ
た
竜
山
中
学
校
に
赴
任
し
ま

し
た
。
そ
の
時
、
長
男
の
敦あ

つ
し

も
と
も
に
彼
の
地
に
渡
り
京
城
中
学
校
に
入
学
し

中島玉振（鷲宮神社蔵）
　撫山の三男で、後妻
きくの子。名は竦之助。
名乗りはたかし。玉振・
蠔山（ごうざん）は号。
文久元年生、昭和15
年没。

中島田人
（中島桓氏蔵）
　撫山の六男
で、後妻きくの
子。名は田人。
明治7年生、昭
和20年没。小
説家中島敦の
父。
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寄稿（村山吉廣氏）

ま
し
た
。
秀
才
の
ほ
ま
れ
高
く
、
こ
こ
を
四
年
で
修
了
し
て
旧
制
の
第
一
高
等

学
校
に
入
り
東
京
大
学
文
学
部
に
進
み
ま
し
た
。
卒
業
し
た
敦
は
、
縁
あ
っ
て

横
浜
の
私
立
横
浜
高
等
女
学
校
に
国
語
の
教
師
と
し
て
赴
任
し
ま
す
。
縁
あ
っ

て
と
言
う
の
は
、
こ
の
学
校
の
経
営
者
で
あ
り
理
事
長
で
あ
っ
た
田
沼
勝
之
助

（
旧
姓
角か

く

田た

、
現
・
加か

須ぞ

市し

油ゆ

井い

ケが

島し
ま

出
身
）が
敦
の
祖
父
に
当
た
る
撫
山
の
塾

に
学
ん
だ
門
人
の
一
人
だ
っ
た
こ
と
で
す
。
敦
は
昭
和
十
六
年（
一
九
四
一
）ま

で
こ
の
学
校
で
充
実
し
た
教
員
生
活
を
し
た
の
ち
、
国
語
編
集
書
記
と
し
て
南

洋
群
島
の
パ
ラ
オ
に
渡
り
ま
す
が
、
間
も
な
く
帰
国
し
て
小
説
を
発
表
し
作
家

生
活
に
入
り
ま
す
。
し
か
し
不
幸
に
し
て
、
昭
和
十
七
年（
一
九
四
ニ
）十
二
月

に
病
の
た
め
世
を
去
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
没
後
も
そ
の
作
品
に
対
す
る
評
価
は

高
く
、
名
作
と
さ
れ
る『
李り

陵り
ょ
う』『

光
と
風
と
夢
』な
ど
は
、
い
ま
で
も
全
国
的

に
多
く
の
読
者
を
持
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
初
期
の
作
品「
斗と

南な
ん

先
生
」は
敦
の

二
人
の
伯
父
で
撫
山
の
次
男
・
三
男
に
当
た
る
斗
南
と
玉

ぎ
ょ
く

振し
ん

と
を
モ
デ
ル
と
し

た
小
説
で
す
。
も
し
長
生
き
し
て
い
た
ら
、
き
っ
と
祖
父
撫
山
先
生
を
主
人
公

と
し
た
小
説
を
書
き
上
げ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

中島敦（中島桓氏蔵）
　撫山の孫。六男
田人と、先妻岡崎
チヨの子。明治42
年生、昭和17年没。
小説家。

中島敦の案内板（久喜・中島敦の会）
　久喜・中島敦の会が、平成27年に久喜新町宅跡
に設置した中島敦の案内板。同じものは、平成23
年に久喜駅西口駅前にも設置されている。
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寄稿（村山吉廣氏）

　

時
代
の
転て

ん

変ぺ
ん

に
翻ほ

ん

弄ろ
う

さ
れ
、
久
喜
に
移
り
住
ん
で
四
十
年
、
研
学
の
か
た
わ

ら
、
ひ
た
す
ら
土
地
の
人
々
に
学
問
を
授
け
道
義
を
説
い
た
撫
山
先
生
の
生
涯

の
孤
高
が
、
久
喜
の
風
土
と
共
に
敦
に
よ
っ
て
ど
う
描
か
れ
た
か
を
想
像
す
る

と
、
そ
の
夭よ

う

折せ
つ

が
惜
し
ま
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
中
島
撫
山
の
顕
彰
の
た
め
に
、
近
年
で
は
平
成
二
十
三
年
十
月
に
久

喜
市
立
郷
土
資
料
館
で「
中
島
撫
山　

没
後
一
〇
〇
年
展
」が
開
か
れ
、
展
示
図

録
も
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
は
久
喜
市
公
文
書
館
所
蔵
の
撫
山
関
係
資
料

を
は
じ
め
、
個
人
所
蔵
の
書
画
の
類
も
多
数
出
品
さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
五
年
に
は
、
白
岡
市
で
も「
中
島
撫
山
と
白
岡
」と
い
う
講
演
会
が

催
さ
れ
る
と
と
も
に
、
市
内
に
残
る
撫
山
撰
文
の
石
碑
を
は
じ
め
、
同
市
域
か

ら
幸
魂
教
舎
に
学
び
に
行
っ
た
人
々
の
子
孫
の
所
在
確
認
調
査
な
ど
も
進
め
ら

れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
個
人
所
蔵
の
書
画
が
多
く
発
見
さ
れ
て『
中
島
撫
山
と
白

岡
』と
い
う
冊
子
も
あ
わ
せ
て
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

作
家
中
島
敦
の
ル
ー
ツ
で
も
あ
り
、
今
後
の
久
喜
市
の
文
化
の
あ
り
方
を
模

索
す
る
上
に
も
、撫
山
へ
の
関
心
が
ま
す
ま
す
高
ま
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

第２回特別展展示図録『中島撫山没後100年展』
（久喜市立郷土資料館発行）

　久喜市立郷土資料館で、平成23年10月15日～ 12月25日
にかけて行われた特別展の展示図録。本書には収載され
ていない、撫山の書や画が多数掲載されている。
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関係資料　解題

１　阪井弁『明治畸人伝』
　内外出版協会から明治36年（1903）５月28日に発行。著者の阪井弁（わかち。明治２年
～昭和20年）は久良岐（くらき）ともいう川柳作家で、父親の保佑は亀田綾瀬門下で中島
撫山と同門。国立国会図書館デジタルコレクションを活用。

２　中島賾臣撰文「中島撫山墓誌銘」
　明治44年（1911）６月27日に光明寺に埋葬した際、一緒に埋めた墓誌の銘文。中島賾臣
（もとおみ。明治18年～昭和35年）は撫山の孫で、長男靖の子。久喜市公文書館所蔵の「中
島元夫家古文書」№2716を活用。

３　『史学雑誌』第32編第８号所収の故中島慶太郎「天平文書田税物價諸表（其一）」
　中島慶太郎の遺稿を『史学雑誌』第32編第８号から同編第10号まで（大正10年８月～
10月）の３回にわけて掲載した際の最初の回にあたる部分。国立国会図書館のマイクロ
フィルム資料を活用。

４　中島竦編『演孔堂詩文』
　昭和６年（1931）の中島撫山先生没後20年祭に向けて弟子たちが企画して同年発行。上
下二冊からなり、上編は古詩・近体・雑文で構成され、下冊は頌銘賛・記・碑碣で構成さ
れている。編さん者は撫山の三男竦之助（しょうのすけ）。久喜市公文書館所蔵の「中島
元夫家古文書」№3548を活用。

５　中島撫山遺著『性説疏義』
　当時満洲で活動していた増永茂十郎と吉田忠太郎が企画して、中島撫山が明治36年
（1903）５月に作成して長男靖に与えたものを写真製版して昭和10年（1935）10月25日に
発行。発行者は中島賾臣。上下二冊からなり非売品。久喜市公文書館所蔵の「中島元夫家
古文書」№1331を活用。

６　中島竦作製『撫山中島先生略年譜』
　撫山中島先生30年祭の記念出版として弟子たちが企画して昭和16年（1941）６月24日に
発行。作製者は竦之助。久喜市公文書館所蔵の「中島元夫家古文書」№3084を活用。

７　中島田人撰文「撫山中島先生終焉之地」碑
　撫山中島先生30年祭のために弟子たちが企画して昭和16年（1941）11月に久喜新町宅の
敷地内に建てた石碑。撰文者は撫山の六男田人。平成12年（2000）4月1日に久喜市の指定
文化財（歴史資料）に指定。

８　『書菀』第６巻第４号所収の中島慶著・中島竦増訂「増訂龜田三先生傳實私記（其一）」
　中島慶太郎が著した「三先生伝実私記」に竦之助が増訂した「増訂亀田三先生伝実私
記」のうち亀田鵬斎先生の分だけを『書菀』第６巻第４号から同巻第７号まで（昭和17年
４月～７月）及び同巻第９号から第10号まで（同年９月から10月）の６回にわけて掲載し
た際の最初の回にあたる部分。国立国会図書館デジタルコレクションを活用。
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中
島
撫
山
翁
の
名
は
、
慶
太
郎
と
い
い
ま
す
。
東
都
乗
物
町
の
豪

商
某
の
長
男
で
す
。
生
家
は
乗
物
屋
を
営
み
、
江
戸
草
創
期
か
ら

続
い
て
い
る
名
家
で
す
。
町
名
の
由
来
も
、
そ
の
生
家
が
あ
っ
た

か
ら
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。翁
は
幼
い
と
き
か
ら
学
問
を
好
み
、

成
長
し
て
か
ら
は
亀
田
鵬
斎
の
子
の
綾
瀬
先
生
に
師
事
し
、
鵬
斎

門
下
の
な
か
で
も
特
に
す
ぐ
れ
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
当
時
権
力
を
持
っ
て
い
な
い
商
人
は
、
ま
る
で
た

い
こ
も
ち
の
よ
う
な
ふ
る
ま
い
で
、
常
に
幕
府
の
役
人
や
諸
藩
の

武
士
た
ち
を
接
待
し
、
彼
ら
か
ら
注
文
が
入
る
こ
と
を
名
誉
と
す

る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
翁
の
人
柄
は
親
切
か
つ
誠
実

で
、
古
代
中
国
で
い
う
と
こ
ろ
の
君
子
の
よ
う
な
方
で
す
。
そ
う

い
う
わ
け
で
、
こ
の
よ
う
な
商
人
の
世
界
を
恥
と
考
え
て
い
た
の

で
、
遂
に
決
断
し
て
家
を
弟
に
譲
り
ま
す
。
そ
の
後
は
財
産
を
と

る
に
た
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
み
ず
か
ら
も
清
く

貧
し
く
、
一
日
中
本
を
読
む
よ
う
な
生
活
に
身
を
お
く
よ
う
に
な

り
ま
す
。
明
治
維
新
の
際
、
私
の
父
は
横
浜
に
住
ん
で
税
関
の
職

員
と
し
て
働
い
て
い
ま
し
た
。
あ
る
と
き
横
浜
に
移
っ
て
こ
な
い

か
と
翁
に
働
き
か
け
た
と
こ
ろ
、「
国
は
新
た
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た

け
れ
ど
も
、
国
の
威
信
は
地
に
堕
ち
た
。
そ
の
上
、
外
国
人
が
、

我
が
国
で
わ
が
ま
ま
に
ふ
る
ま
う
様
子
を
見
な
が
ら
暮
ら
す
の
は

耐
え
ら
れ
な
い
。」
と
い
っ
て
、こ
の
申
し
出
を
辞
退
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
武
州
久
喜
に
隠
居
し
て
、
塾
を
開
い
て
村
の
子
ど
も
た

ち
を
教
育
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
久
喜
の
地
が
、
鵬

斎
先
生
が
郷
学
遷
善
館
で
教
え
て
い
た
と
い
う
縁
故
が
あ
っ
た
か

ら
で
す
。
翁
の
妻
も
商
家
出
身
で
す
。
し
か
し
、
夫
で
あ
る
翁
の

考
え
を
正
し
く
理
解
し
、
粗
末
な
綿
の
服
を
着
る
な
ど
質
素
を
旨

と
し
な
が
ら
、
妻
と
し
て
の
務
め
一
筋
に
徹
し
た
の
で
す
。
こ
れ

は
、
普
通
の
商
家
出
身
の
女
性
で
は
耐
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
、
か

一
　
阪
井
弁わ

か
ち

『
明
治
畸き

人じ
ん

伝
』
所
収
の
「
中
島
撫
山
」
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の
池い
け
の
た
い
が

大
雅
の
妻
の
玉ぎ
ょ
く
ら
ん瀾の

よ
う
な
方
で
し
た
。
翁
は
、
始
め
は
総

髪
で
し
た
が
、
後
に
結
髪
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。
今
年
で

七
十
五
歳
に
な
り
ま
す
が
、
ち
ょ
っ
と
見
た
だ
け
で
す
ぐ
れ
た
学

者
だ
と
わ
か
り
ま
す
。
翁
は
、
か
つ
て
平
泉
を
訪
れ
、
そ
の
歴
史

的
な
史
跡
等
を
紹
介
し
た
『
平
泉
旅
物
語
』
を
著
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、『
日
文
草
篆
考
』を
著
し
、
神
代
文
字
の
草
書
体
と
楷
書
体

と
が
同
一
体
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
鶯

谷
先
生
の
教
え
で
あ
る
漢
籍
折
衷
派
に
神
典
説
を
融
合
さ
せ
た
新

し
い
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
翁
は
、
鶯
谷
先
生

の
教
え
を
現
在
に
ま
で
忠
実
に
体
現
さ
れ
て
い
る
方
な
の
で
す
。

『
日
文
草
篆
考
』
の
総
論
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

私
が
日
文
の
草
書
体
を
読
み
解
き
、
そ
の
文
字
を
良
く
観
察
し

た
と
こ
ろ
、
四
十
七
文
字
す
べ
て
が
○
の
一
筆
か
ら
生
ま
れ
、

○
の
一
筆
が
様
々
に
変
化
し
、
最
後
に
再
び
○
の
一
筆
に
戻
る

と
い
う
法
則
が
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
草
書
体
に
よ
く
表
れ
て
い

る
と
い
う
結
論
に
達
し
ま
し
た
。（
中
略
）
こ
れ
は
、
日
文
の

縦
横
十
四
画
と
、
そ
こ
か
ら
構
成
さ
れ
る
三
十
六
文
字
す
べ
て

が
、
○
の
一
筆
か
ら
始
ま
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ

と
を
理
解
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
べ
き
で
す
。そ
う
す
れ
ば
、

両
方
あ
わ
せ
た
五
十
文
字
が
、
日
常
的
に
使
用
す
る
基
本
的
な

文
字
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
○
の
一
筆
か
ら
様
々
に
変
化
し
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
、
○

の
一
筆
に
戻
る
こ
と
も
、
○
の
根
本
概
念
で
あ
る
基
本
的
で
枢

要
な
徳
の
一
つ
を
失
わ
な
い
と
い
う
理
由
が
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
の
で
す
。
我
が
国
の
氏う

じ

名な

部べ

の
職
業
か
ら
、
自
然
界
に
発
生

す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
な
か
で
、
お
よ
そ
文
字
に
す
ら
で
き
な

い
よ
う
な
も
の
ま
で
が
、
す
べ
て
天あ

め
の
み
な
か
ぬ
し
の
お
お
か
み

御
中
主
大
神
か
ら
生
ま
れ

た
も
の
で
、
様
々
な
変
化
を
生
じ
な
が
ら
も
、
こ
の
世
界
で
な

に
が
し
か
の
役
割
を
担
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
な
の
で
す
。（
氏

名
部
の
職
業
は
、）
最
後
に
は
天
御
中
主
大
神
に
嗣
い
で
、
現
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人
神
と
し
て
天
下
を
し
ら
し
め
す
大お
お
や
ま
と
ね
こ
の
す
め
ら
み
こ
と

日
本
根
子
天
皇
に
仕
え
奉

り
、
そ
の
大
き
な
政
治
の
統
一
の
な
か
で
、
一
つ
も
欠
く
こ
と

が
で
き
な
い
ほ
ど
一
体
と
な
っ
て
符
号
し
て
い
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
自
然
界
と
い
え
ど
も
、
ど
う
し
て
「
想
像
も
で
き
な
い

奇
勝
」
の
一
言
で
片
付
け
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
、

今
度
は
中
国
の
古
典
を
取
り
上
げ
て
調
べ
て
み
る
と
、「
蓍し

の
徳と
く

は
円え
ん

に
し
て
神し
ん

」
と
あ
り
、「
楽が
く

は
同ど
う

を
為な

す
」
と
あ
る
の
は
、

日
文
の
草
書
体
の
変
化
の
始
ま
り
に
近
い
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。「
卦か

の
徳と
く

は
方ほ
う

に
し
て
以も
っ

て
知ち

」
と
あ
り
、「
礼れ
い

は
異い

を
為な

す
」
と
あ
る
の
は
、
日
文
の
楷
書
体
が
言
葉
や
事
物
の
区
別
を

厳
格
に
す
る
た
め
に
一
画
も
乱
れ
ず
に
あ
る
こ
と
に
近
い
も

の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
道
の
変
化
形
と
し
て
、

「
礼
」
は
敬
い
慎
む
こ
と
で
「
義
」
に
近
い
も
の
で
あ
り
、「
楽
」

は
や
わ
ら
ぐ
こ
と
で
「
仁
」
に
近
い
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

お
よ
そ
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
の
道
か
ら
友
達
や
君
主
と
の
交
わ

り
ま
で
、
そ
の
違
い
を
尊
重
し
て
い
く
こ
と
で
、
調
和
が
生
ま

れ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
調
和
が
深
ま
っ
て
い
く
と
、
そ

の
違
い
で
さ
え
も
一
体
の
も
の
と
な
っ
て
立
派
で
中
正
な
世
の

中
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。「
聖せ

い

王お
う

は
仁じ
ん

義ぎ

礼れ
い

楽が
く

を
以も
っ

て
家か

邦ほ
う

を

平へ
い

治ち

す
」
と
い
う
道
も
、「
精せ
い

気き

は
物
を
為な

し
、
遊ゆ
う

魂こ
ん

は
変
を
為な

す
」
と
い
う
鬼
神
の
情
状
も
、「
允ま
こ
とに

厥そ

の
中ち
ゅ
うを

執と

れ
」
と
い
う

言
葉
も
、「
一い

つ

以も
っ

て
之こ

れ
を
貫つ
ら
ぬ
く
」
と
い
う
義
も
、
す
べ
て
こ

の
日
文
の
中
に
、
簡
に
し
て
要
を
得
た
形
で
見
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
す
。
生
前
、鶯
谷
先
生
が
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。「
日

本
の
古
典
に
深
く
通
じ
て
い
る
と
、
中
国
の
古
典
の
深
い
意
味

も
簡
単
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。」
と
。
本
当
に
そ
の

通
り
で
す
。
私
の
必
要
以
上
に
世
話
を
焼
こ
う
と
す
る
気
持
ち

か
ら
、
こ
の
日
文
を
例
に
し
て
、
中
国
の
儒
学
者
た
ち
に
問
い

か
け
よ
う
と
し
ま
し
た
。
世
俗
的
な
学
問
を
し
て
い
る
人
に
は

笑
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
覚
悟
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
古
い
昔
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の
聖
人
・
賢
人
の
よ
う
な
方
が
お
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
は

ぜ
ひ
そ
の
方
々
に
跪
い
て
教
え
を
乞
い
、
襟
を
正
し
て
感
服
す

る
こ
と
だ
け
は
ご
理
解
く
だ
さ
い
。

翁
は
書
も
大
変
優
れ
て
い
ま
し
た
。鵬
斎
流
と
呼
ば
れ
る
書
風
を
、

現
在
で
も
正
し
く
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
恐
ら
く
翁
一
人
だ

け
で
し
ょ
う
。
今
年
四
月
に
翁
が
銚
子
を
訪
れ
た
際
、
た
ま
た
ま

我
が
家
に
お
寄
り
い
た
だ
い
た
の
で
、揮き

毫ご
う

を
お
願
い
し
ま
し
た
。

翁
は
最
近
詠
ん
だ
詩
を
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
く
れ
ま
し
た
。

国
の
た
め
に
も
天
皇
の
た
め
に
も
功
は
な
く
、
眠
っ
て
食
べ
る

だ
け
の
無
役
な
日
々
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。
新
し
い
年
を
迎
え

て
今
年
こ
そ
は
花
を
開
く
か
芽
を
出
す
か
、
七
十
四
歳
に
な
る

頑
固
な
じ
い
様
よ
。

　

右
の
書
は
明
治
三
十
五
年
の
春
に
書
き
ま
し
た
。

　

撫
山
・
老
儒
・
慶

　
　
　

龍ロ
ン

動ド
ン

に
祇
役
す
る
山
本
技
師
に
送
る
。

蛇
や
ム
カ
デ
を
追
い
払
う
こ
と
の
で
き
る
「
ひ
れ
」
を
、
遠
い

異
国
に
ま
で
行
っ
て
取
っ
て
こ
よ
う
と
す
る
な
ん
て
、
な
ん
と

勇
ま
し
い
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

翁
は
和
歌
も
た
し
な
み
、
佐
致
麻
呂
と
い
う
号
も
あ
り
ま
す
。
恐

ら
く
埼
玉
県
の
義
の
幸
玉
か
ら
と
っ
た
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
翁
の
長
男
靖
さ
ん
は
栃
木
町
に
暮
ら
し
て
家
塾
明め

い
ぎ
が
く
し
ゃ

誼
学
舎
を

開
い
て
い
ま
す
。
翁
は
日
ご
ろ
田
園
学
を
議
論
で
き
る
人
が
い
な

い
こ
と
を
歎
き
、
ま
た
田
園
学
の
よ
う
な
学
問
が
い
つ
の
ま
に
か

無
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
悲
し
ん
で
い
ま
す
。
人
柄
が
親
切
か

つ
誠
実
で
、
古
代
中
国
で
い
う
と
こ
ろ
の
君
子
の
よ
う
な
翁
は
、

立
派
な
人
物
で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
日
本
の
各
地
を
旅
行

さ
れ
て
い
た
若
い
頃
に
友
人
に
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、「
武
州
の

山
水
は
、
私
の
心
の
中
で
い
つ
く
し
む
に
手
頃
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。」

と
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
撫
山
」
と
い
う
号
を
つ
け
た
の
で
す
。
今

は
久
喜
の
地
に
隠
居
し
て
い
ま
す
が
、
機
会
さ
え
あ
れ
ば
各
地
に
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足
を
運
び
、
詩
を
詠
み
、
歌
を
詠
う
こ
と
を
続
け
て
い
く
と
話
し

を
さ
れ
て
お
い
で
で
し
た
。

亡
父
撫
山
の
諱い

み
なは
慶
、
字あ
ざ
なは
伯
章
と
い
い
、
清
右
衛
門
君
の
長
男

に
な
り
ま
す
。
母
は
岡
本
氏
で
す
。
文
政
十
二
年
四
月
十
二
日
に

江
戸
で
生
ま
れ
、
明
治
四
十
四
年
六
月
二
十
四
日
に
埼
玉
県
久
喜

で
亡
く
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、
二
十
七
日
に
久
喜
の
北
部
に
あ
る

墓
所
に
埋
葬
し
ま
す
。
享
年
八
十
三
歳
。
始
め
日
永
氏
を
妻
と
し

ま
し
た
が
、
若
く
し
て
亡
く
な
り
、
亀
田
氏
を
後
妻
に
迎
え
ま
す
。

子
は
七
男
五
女
で
、
十
四
人
の
孫
が
い
ま
す
。
若
い
時
か
ら
学
問

を
好
み
、
亀
田
綾
瀬
・
鶯
谷
の
二
人
の
先
生
に
師
事
し
て
ひ
た
す

ら
学
問
に
励
み
、
六
十
余
年
も
あ
っ
と
い
う
間
の
こ
と
で
し
た
。

長
生
き
を
さ
れ
、
ま
た
子
孫
も
多
く
残
さ
れ
ま
す
。
亡
父
の
業
績

は
、
必
ず
し
も
今
の
世
の
中
で
正
し
い
評
価
を
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
正
し
い
道
を
歩
ん
で
き
た
こ
と
は
、
孔
子

様
と
比
べ
て
も
決
し
て
恥
じ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
故
事
に

「
泰た

い

山ざ
ん

頽こ
ぼ

ち
て
梁
り
ょ
う
ぼ
く
や
ぶ

木
壊
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
大
き
な
柱
が
崩
れ
落

ち
る
よ
う
に
亡
父
も
旅
立
た
れ
た
の
で
す
（
こ
れ
を
土
の
中
に
記

し
ま
す
。こ
の
文
章
を
永
遠
に
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。）。

故
中
島
慶
太
郎
氏
は
、
号
を
撫
山
と
い
い
ま
す
。
江
戸
の
中
島
清

右
衛
門
と
い
う
人
の
長
男
と
し
て
、
文
政
十
二
年
に
江
戸
の
江
東

二
　
中
島
賾も

と

臣お
み

撰
文
「
中
島
撫
山
墓
誌
銘
」

三
　『
史
学
雑
誌
』
第
三
十
二
編
第
八
号
所
収
の
故

中
島
慶
太
郎
「
天
平
文
書
田
税
物
價
諸
表
（
其
一
）」

に
付
し
た
著
者
略
歴
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亀
戸
に
生
ま
れ
ま
す
。
国
学
・
漢
学
を
、
当
時
関
宿
藩
の
儒
官
で

あ
っ
た
亀
田
綾
瀬
に
学
び
、
の
ち
両
国
矢
ノ
倉
や
神
田
お
玉
ヶ
池

等
に
塾
を
開
い
て
漢
学
を
教
授
し
ま
す
。
明
治
元
年
に
、
住
ま
い

を
武
蔵
国
埼
玉
郡
鹿
室
村
に
移
し
ま
す
。
明
治
二
年
に
さ
ら
に
同

郡
久
喜
本
町
に
転
居
し
、
続
い
て
私
塾
幸
魂
教
舎
を
開
い
て
子
弟

を
教
育
し
ま
す
。
明
治
四
十
四
年
に
八
十
余
歳
の
高
齢
の
た
め
に

亡
く
な
り
ま
す
。
氏
の
遺
稿
に
あ
た
る
本
論
文
は
、
氏
が
『
大
日

本
古
文
書
』
を
判
読
研
究
し
て
得
た
も
の
で
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に

氏
の
卓
見
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
今
回
は
、
服
部
博
士
の
ご

好
意
に
よ
り
、
こ
れ
を
本
誌
に
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

亡
き
父
の
詩
文
は
、
と
り
わ
け
本
業
の
余
技
に
過
ぎ
な
い
も
の
で

す
。
普
段
作
っ
た
も
の
も
少
な
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
ほ
ど

気
に
か
け
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
特
に
惜
し
む
と
い
う
こ
と
も
な

か
っ
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
作
っ
た
詩
稿
の
多
く
は
門

人
た
ち
が
持
ち
去
っ
て
し
ま
い
、
か
り
に
持
ち
去
ら
な
か
っ
た
と

し
て
も
、
父
が
甕
を
覆
っ
て
蓋
に
し
た
り
、
壁
の
穴
を
ふ
さ
ぐ
の

に
使
っ
た
り
、
さ
ら
に
は
紙
袋
に
し
た
り
紙
縒
り
に
し
て
し
ま
っ

た
り
し
ま
し
た
。
た
と
え
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
、
習
字
の
下
書

き
に
再
利
用
し
て
一
字
も
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
も

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
明
治
以
前
の
作
品
は

一
稿
も
家
に
は
残
っ
て
な
く
、
わ
ず
か
に
残
っ
て
い
る
も
の
は
す

べ
て
教
え
子
の
家
に
残
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
す
。
自
分
が
十
二

・
三
歳
の
頃
、
初
め
て
こ
の
こ
と
を
惜
し
む
よ
う
に
な
り
、
拾
っ

て
手
元
に
置
い
た
り
、
書
き
写
し
て
保
存
し
た
り
す
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
そ
こ
で
明
治
以
後
の
も
の
は
ほ
ぼ
備
わ
る
よ
う
に
な
っ

四
　
中
島
竦し

ょ
う

編
『
演え

ん
こ
う
ど
う

孔
堂
詩
文
　
下
巻
』
所
収
の
中

島
竦
撰
文
「
演
孔
堂
詩
文
跋ば

つ

文ぶ
ん

」
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た
の
で
す
。
し
か
し
、
成
人
し
て
か
ら
は
自
分
が
家
に
い
る
こ
と

が
少
な
く
な
り
、
兄
弟
や
甥
た
ち
の
な
か
に
も
、
こ
の
作
業
を
引

き
継
ぐ
者
は
な
く
、
そ
の
後
の
大
半
は
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
う
は
い
っ
て
も
、
そ
の
頃
の
父
は
す
で
に
老
い
て
い
た
の
で
、

も
し
作
っ
た
と
し
て
も
碑
や
墓
の
撰
文
あ
る
い
は
他
人
と
や
り
と

り
し
た
文
章
く
ら
い
の
も
の
で
し
た
。
亡
き
父
の
得
意
と
す
る
も

の
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
亡
き
父

は
、
一
生
を
通
じ
て
自
尊
心
が
非
常
に
高
く
、
俗
に
従
っ
て
世
に

お
も
ね
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
し
て
き
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
亡
父

の
詩
文
も
、
そ
の
人
柄
同
様
で
す
。
簡
潔
で
力
強
く
群
を
抜
い
て

高
く
聳
え
立
ち
、
無
駄
な
文
字
は
一
字
と
し
て
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
ま
た
、
媚
び
る
よ
う
な
言
葉
を
喜
ば
な
い
う
え
に
、
平
凡
で

弱
弱
し
い
文
章
も
嫌
い
で
し
た
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
大
抵
の
文

章
は
読
み
に
く
く
て
難
し
く
、
時
代
の
好
み
に
合
わ
せ
よ
う
と
も

し
ま
せ
ん
で
し
た
。
頑
固
に
古
臭
さ
を
守
り
、
知
己
を
当
世
に
求

め
よ
う
と
も
せ
ず
、
作
っ
た
も
の
を
世
に
出
し
て
人
に
示
そ
う
と

も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
人
々
も
亡
父
の
作
品
を
知
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
父
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
二
十
年
が

経
ち
ま
し
た
。
先
生
の
姿
か
た
ち
を
再
び
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
が
、
弟
子
た
ち
の
先
生
を
思
う
追
慕
の
念
は
、
昔
と
少
し
も
変

わ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ち
か
ご
ろ
み
ん
な
が
集
ま
っ
て
相

談
し
た
と
こ
ろ
、「
ど
ん
な
に
思
い
続
け
て
も
、
再
び
先
生
に
お
会

い
す
る
こ
と
は
か
な
わ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
先
生
が
作
ら
れ
た
詩

文
を
見
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
ま
る
で
先
生
が
い
た
と
き
の
よ
う

に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
。」
と
い
う
話
に
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
私
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
き
て
頼
む
の
で
、
編
集
し
て
い

た
亡
父
の
詩
文
を
出
し
て
見
せ
て
あ
げ
ま
し
た
。
す
る
と
弟
子
た

ち
は
大
層
喜
び
、
み
ん
な
で
こ
れ
を
刊
行
し
て
頒
布
し
、
こ
れ
を

永
く
伝
え
た
い
と
お
願
い
を
し
て
き
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
急
い

で
一
冊
に
ま
と
め
て
彼
ら
に
与
え
、
こ
れ
を
刊
行
さ
せ
る
よ
う
に
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し
た
の
が
本
書
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
亡
き
父
の
詩
文
が
、
世
に

伝
わ
ら
な
く
な
る
こ
と
を
惜
し
ん
で
の
こ
と
な
の
で
す
。

亡
父
は
江
戸
の
出
身
で
す
。
亀
田
鵬
斎
先
生
が
没
し
た
三
年
後
に

生
ま
れ
ま
し
た
。
十
四
歳
で
、
亀
田
綾
瀬
先
生
の
教
え
を
受
け
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
学
び
始
め
て
十
二
年
目
に
、
綾
瀬
先
生
が
亡

く
な
ら
れ
ま
し
た
。
綾
瀬
先
生
の
生
前
、
老
人
と
な
っ
て
病
気
を

さ
れ
て
い
た
と
き
、
養
子
と
な
っ
て
亀
田
家
の
後
を
継
い
だ
鶯
谷

先
生
と
と
も
に
各
地
に
出
か
け
ま
し
た
。
鶯
谷
先
生
は
亀
田
家
の

学
問
を
継
承
し
、
な
か
で
も
性
説
に
つ
い
て
最
も
力
を
注
い
で
研

究
さ
れ
た
方
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
見
聞
き
す
る
と
と
も
に
、

読
ま
な
い
も
の
も
あ
り
ま
せ
ん
。
か
つ
て
『
論
孟
集
注
異
説
』『
学

庸
章
句
異
説
』
を
著
し
ま
し
た
。
両
方
あ
わ
せ
て
三
十
巻
か
ら
四

十
巻
に
も
及
び
ま
す
が
、
思
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
す
べ
て
改
訂
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
鶯
谷
先
生
が
「
韓
愈
の
言
葉
に

『
古
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
深
い
井
戸
の
水
を
汲
む
つ
る
べ
縄

を
手
に
入
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
古
の
道
を
考
究
す
る
の
は

井
戸
の
水
を
汲
む
の
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
つ
る
べ
縄
の
短
さ

を
歎
く
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
井
戸
の
深
さ
を
問
題
に
す
る
こ
と
は

少
な
い
の
で
す
。』
と
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
私
は
今
ま
で
著
し
た

も
の
を
す
べ
て
棄
て
て
、
古
義
一
筋
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
す
。」
と
話
さ
れ
ま
し
た
。
亡
父
は
、
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
、

し
ば
ら
く
は
何
も
手
に
つ
か
な
い
ほ
ど
で
し
た
。
つ
い
に
は
家
の

財
産
を
す
べ
て
堂
弟
某
に
譲
り
、
妻
子
弟
妹
を
引
き
連
れ
て
、
別

の
地
に
宅
を
構
え
、
生
徒
を
集
め
て
儒
学
を
教
え
た
り
、
一
日
中

本
を
読
ん
だ
り
す
る
こ
と
を
楽
し
み
、
妻
子
が
食
べ
る
も
の
が
な

五
　
故
中
島
撫
山
著
『
性
説
疏そ

義ぎ

　
下
冊
』
所
収
の

中
島
竦
撰
文
「
性
説
疏
義
跋
文
」
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い
と
言
っ
て
も
平
然
と
し
て
い
ま
し
た
。
た
ま
た
ま
同
門
の
新
井

稲
亭
先
生
が
病
気
で
急
死
さ
れ
た
と
き
、
先
生
を
突
然
失
っ
た
生

徒
の
多
く
が
、
父
の
生
徒
に
な
り
ま
す
。
こ
の
後
、
稲
亭
の
嗣
子

桐
蔭
も
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
稲
亭
・
桐
蔭
親
子
は
埼
玉
出

身
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
埼
玉
の
弟
子
た
ち
が
学
ぶ
べ
き
先
生
が
い

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
悩
み
、
父
の
と
こ
ろ
に
来
て
先
生

に
な
っ
て
欲
し
い
と
頼
ん
だ
の
で
す
。
こ
の
頃
は
、
幕
府
の
統
制

が
利
か
な
く
な
り
、
様
々
な
国
論
が
沸
き
あ
が
り
、
各
藩
は
地
元

に
戻
り
、
江
戸
は
寂
し
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
治
安
も
乱
れ
て
、

昼
日
中
か
ら
も
盗
賊
等
が
横
行
す
る
よ
う
な
時
期
だ
っ
た
の
で
す
。

そ
の
上
、
飢
饉
等
も
度
々
あ
り
ま
し
た
。
物
価
は
上
昇
し
、
人
々

は
鬱
々
と
し
た
日
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。
亀
田
門
下
で
と
も
に
学

ん
だ
友
人
た
ち
も
江
戸
を
離
れ
、
各
々
ふ
さ
わ
し
い
場
所
へ
と
帰

っ
て
い
き
ま
し
た
。
亡
父
は
こ
の
時
も
ま
た
埼
玉
の
地
に
避
難
し
、

そ
の
後
久
喜
に
移
っ
た
の
で
す
。
久
喜
に
は
遷
善
館
と
い
う
学
校

が
あ
っ
て
、
亀
田
鵬
斎
先
生
が
訪
れ
講
義
を
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
も

あ
り
ま
す
。
館
は
既
に
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

鵬
斎
先
生
を
慕
う
住
民
の
思
い
は
今
も
脈
々
と
残
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
訳
で
、
こ
の
地
に
留
ま
っ
て
家
を
構
え
た
の
で
す
。
亡

父
は
以
前
か
ら
世
俗
的
な
も
の
を
嫌
い
、
時
代
に
媚
び
る
よ
う
な

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
出
処
進
退
に
は
背
を
向
け
、
世
の

中
に
訴
え
る
よ
う
な
こ
と
も
望
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
粗
末
な
家
に

ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
し
、
わ
ざ
わ
ざ
旅
じ
た
く
を
し
て
再
び
東
京
を

訪
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
た
だ
中
国
の
先
王
の

道
を
村
の
弟
子
に
教
え
る
だ
け
で
、
決
し
て
世
間
に
知
ら
れ
る
よ

う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
遺
著
が
あ
っ
て

も
、
そ
れ
は
家
に
伝
わ
る
だ
け
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
今
年
に

な
っ
て
増
永
茂
十
郎
君
と
吉
田
忠
太
郎
君
の
二
人
が
遠
い
満
洲
の

地
か
ら
寄
こ
し
た
手
紙
に
、「
先
生
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
、
あ

っ
と
い
う
間
に
三
十
年
の
月
日
が
経
と
う
と
し
て
い
ま
す
。
遺
著
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は
長
い
こ
と
箱
の
中
に
収
め
ら
れ
、
た
だ
紙
を
食
べ
る
虫
の
お
腹

を
満
た
す
だ
け
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
て
い
ま
す
。

僕
た
ち
は
、
こ
の
こ
と
を
大
変
残
念
に
感
じ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

で
き
る
こ
と
な
ら
お
金
を
出
し
あ
っ
て
出
版
し
、
同
じ
よ
う
な
考

え
を
持
つ
人
た
ち
に
頒
布
し
、
あ
わ
せ
て
先
生
の
存
在
を
未
来
永

劫
に
ま
で
伝
え
て
い
き
た
い
。」
と
書
か
れ
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ

で
箱
の
中
を
探
っ
て
、「
性
説
疏
義
」
と
い
う
冊
子
一
編
、
上
下
両

巻
を
出
し
て
き
て
二
人
に
渡
し
ま
す
。
こ
れ
は
亡
父
晩
年
の
手
に

な
る
も
の
で
、
自
分
で
編
集
し
て
綽
軒
先
生
に
渡
し
た
も
の
だ
っ

た
の
で
す
。
現
在
ま
で
も
墨
の
色
は
そ
の
ま
ま
で
、
ま
る
で
つ
い

最
近
書
か
れ
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
こ
の
書
に
向
き
合
っ

て
い
る
と
、
ま
る
で
か
つ
て
の
先
生
の
姿
か
た
ち
も
目
の
前
に
蘇

っ
て
く
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
ま
る
で
二
十
年
余
り
の
年
月

が
な
か
っ
た
か
の
よ
う
で
す
。
弟
子
た
ち
が
昔
の
こ
と
を
忘
れ
ず

に
同
じ
時
間
を
過
ご
し
て
く
れ
て
い
た
こ
と
も
感
慨
深
い
こ
と
で

す
。
亡
父
の
学
識
は
弟
子
で
あ
れ
ば
誰
し
も
わ
か
っ
て
い
る
こ
と

で
す
。
今
さ
ら
こ
れ
以
上
何
を
言
う
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）　
四
月
十
二
日
に
江
東
亀
戸
の
曽
祖

父
の
隠
居
宅
で
生
ま
れ
ま
す
。
二
か
月
前
の
大
火
災
で
新
乗
物
町

の
本
宅
が
罹
災
し
、
新
居
が
完
成
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る

も
の
で
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
亀
戸
で
生
ま
れ
ま
す
。

天
保
十
年
（
一
八
三
九
）　
十
一
月
に
母
の
岡
本
氏
が
亡
く
な
り
ま

す
。
十
一
歳
の
時
の
こ
と
で
す
。

十
三
年
（
一
八
四
二
）　
十
四
歳
。
初
め
て
亀
田
綾
瀬
先
生
の
門
に

入
り
ま
す
。
綾
瀬
先
生
の
門
人
で
あ
っ
た
出
井
貞
順
の
推
挙
に
よ

る
も
の
で
す
。
岡
本
氏
が
亡
く
な
っ
た
後
、
出
井
氏
が
父
の
後
妻

六
　
中
島
竦
作
製
『
撫
山
中
島
先
生
略
年
譜
』
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と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
女
性
が
貞
順
先
生
の
姉
に
あ
た
り
ま

す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
最
初
に
句
読
を
習
っ
た
の
は
貞
順
先
生

か
ら
で
し
た
。
貞
順
先
生
も
そ
の
才
能
を
見
込
ん
で
綾
瀬
先
生
の

門
に
推
挙
し
た
の
で
す
。
綾
瀬
先
生
六
十
五
歳
、
鶯
谷
先
生
三
十

六
歳
の
時
の
こ
と
で
す
。
貞
順
の
名
は
寅
、
字
は
炳
文
と
い
い
、

医
者
で
し
た
。
後
に
、
父
と
出
井
氏
は
離
縁
し
ま
す
が
、
撫
山
先

生
と
貞
順
先
生
の
交
友
は
変
わ
ら
ず
に
続
い
て
い
き
ま
し
た
。

弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）　
十
七
歳
で
元
服
し
、
鶯
谷
先
生
か
ら
伯

章
と
い
う
字
を
付
け
て
も
ら
い
ま
す
。

四
年
（
一
八
四
七
）　
十
月
二
日
に
父
の
良
雅
君
が
亡
く
な
り
ま
す
。

十
九
歳
の
時
の
こ
と
で
す
。
こ
の
時
以
来
、
家
の
仕
事
を
み
る
よ

う
に
な
り
、世
俗
的
な
こ
と
に
煩
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、

学
問
も
続
け
て
い
き
ま
す
。
こ
の
年
の
「
答
馬
場
生
書
」
に
よ
る

と
、
友
人
馬
場
君
が
撫
山
先
生
に
期
待
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取

れ
ま
す
。
馬
場
君
は
名
を
弘
と
い
い
、字
や
号
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

撫
山
先
生
の
親
友
で
す
。
綾
瀬
先
生
の
遺
稿
を
ま
と
め
た
「
学が

く

経け
い

堂ど
う

文
集
」
は
、
馬
場
君
が
ま
と
め
始
め
た
も
の
で
す
。

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）　
二
十
五
歳
。
四
月
十
四
日
に
綾
瀬
先
生

が
亡
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
以
降
は
、
鶯
谷
先
生
に
師
事
す
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

安
政
四
年
（
一
八
五
七
）　
二
十
九
歳
。
祖
父
の
勇
哲
君
が
亡
く
な

り
ま
す
。
以
前
か
ら
世
俗
的
な
こ
と
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
を
嫌
っ

て
い
ま
し
た
が
、
祖
父
母
が
健
在
で
あ
っ
た
た
め
に
、
勉
強
を
続

け
な
が
ら
家
の
仕
事
も
行
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
以
降

は
、
自
分
に
う
そ
を
つ
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
秋
に
な

る
と
突
然
武
州
か
ら
上か

み

毛つ
け

に
か
け
て
出
か
け
て
し
ま
い
、
親
戚
も

止
め
に
入
る
の
で
す
が
、
決
心
が
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
こ
の
時
の
こ
と
は
「
楽
托
日
記
」
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

昨
年
八
月
の
台
風
で
、
亀
戸
の
曽
祖
父
の
隠
居
宅
が
激
し
い
被
害

に
遭
っ
て
い
ま
し
た
。
江
戸
に
戻
っ
て
き
て
か
ら
、
こ
の
壊
れ
た
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宅
の
使
え
そ
う
な
材
料
を
集
め
て
持
ち
帰
り
、
両
国
矢
ノ
倉
の
地

に
家
を
築
き
、
す
べ
て
の
財
産
を
従
弟
某
に
譲
り
、
十
二
月
に
妻

子
弟
妹
を
引
き
連
れ
て
矢
ノ
倉
に
移
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
出
井
氏

の
家
と
は
ご
近
所
に
な
り
、
貞
順
先
生
は
大
変
喜
ば
れ
、
毎
日
行

き
来
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
貞
順
先
生
が
、
そ
の
才
能
を
見

込
ん
だ
こ
と
は
間
違
い
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

五
年
（
一
八
五
八
）　
三
十
歳
。
正
月
十
三
日
に
演
孔
堂
を
開
講
し

ま
す
。
こ
の
後
は
、
毎
年
こ
の
日
に
開
講
す
る
こ
と
が
慣
わ
し
と

な
り
ま
し
た
。
鶯
谷
先
生
も
お
見
え
に
な
り
ま
し
た
。
春
に
な
る

と
家
の
修
築
を
ま
た
行
い
ま
す
。「
小
築
三
首
」
と
い
う
漢
詩
は

こ
の
時
の
も
の
で
す
。
七
月
に
鶯
谷
先
生
に
お
供
し
て
、
友
人
千

葉
天
巉
と
一
緒
に
上
毛
の
草
津
に
出
か
け
ま
す
。
こ
の
年
、
江
戸

で
は
コ
ロ
リ
が
大
流
行
し
て
い
た
の
で
す
が
、
草
津
か
ら
の
帰
り

道
に
王
子
に
着
い
て
初
め
て
こ
の
こ
と
に
気
付
い
た
と
、
後
に
話

し
て
く
れ
ま
し
た
。

六
年
（
一
八
五
九
）　
八
月
に
新
井
稲
亭
が
亡
く
な
り
ま
す
。
埼
玉

郡
鹿
室
の
出
身
で
、
名
を
豊
、
字
を
大
年
、
号
を
稲
亭
居
士
と
い

い
ま
す
。
綾
瀬
先
生
門
下
の
先
輩
で
、
塾
を
神
田
お
玉
が
池
に
開

い
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
大
分
前
か
ら
稲
亭
親
子
と

は
交
流
が
あ
り
ま
し
た
。
突
然
稲
亭
先
生
が
亡
く
な
っ
た
た
め
、

門
人
た
ち
が
困
り
果
て
、
塾
を
引
き
継
い
で
欲
し
い
と
お
願
い
を

し
て
き
た
の
で
、
塾
を
神
田
お
玉
が
池
に
移
し
ま
す
。

万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）　
三
十
二
歳
。
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
、
脚

気
の
病
気
に
な
り
ま
す
。
お
灸
を
数
十
日
続
け
た
ら
治
っ
て
し
ま

い
、
二
度
と
起
こ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
幼
い
頃
は
大

変
病
弱
で
し
た
が
、
成
長
す
る
よ
う
に
な
っ
て
段
々
と
健
康
に
な

り
、
こ
れ
以
降
は
殆
ど
病
気
に
罹
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。「
人
間

も
三
十
歳
を
超
え
る
と
病
気
に
罹
ら
な
く
な
る
」
と
常
々
話
し
て

く
れ
ま
し
た
。

文
久
元
年
（
一
八
六
一
）　
三
十
三
歳
。
稲
亭
先
生
の
遺
愛
の
碑
が
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完
成
し
ま
し
た
。
篆
額
は
堀
長な
が

門と
の

守か
み

直な
お

虎と
ら

と
あ
り
ま
す
が
、
実
際

は
撫
山
先
生
の
代
筆
で
す
。
直
虎
は
信
州
須
坂
の
藩
主
で
、
慶
応

四
年
に
将
軍
徳
川
慶よ

し

喜の
ぶ

を
諌
め
た
こ
と
か
ら
自
害
し
、
良
山
公
と

諡
名
さ
れ
た
人
物
で
す
。
須
坂
藩
主
に
な
る
前
は
鶯
谷
先
生
の
と

こ
ろ
に
も
来
て
学
ん
で
い
ま
し
た
が
、
藩
主
に
な
っ
て
か
ら
は
来

る
こ
と
が
で
き
ず
、
逆
に
鶯
谷
先
生
を
八は

っ
ち
ょ
う
ぼ
り

丁
堀
の
藩
邸
に
招
い
て

講
義
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
鶯
谷
先
生
も
毎

回
通
う
と
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
、
大
抵
は
撫
山
先
生
が

代
わ
っ
て
講
義
に
行
か
れ
ま
し
た
。
大
体
月
に
数
回
と
い
う
の
が

通
常
で
し
た
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
撫
山
先
生
の
顔
は
、
須
坂
藩

士
の
間
で
は
か
な
り
知
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

三
年
（
一
八
六
三
）　
三
十
五
歳
。
老
中
久く

世ぜ

大や
ま
と
の
か
み

和
守
広ひ
ろ

周ち
か

が
幕
府

か
ら
蟄ち

っ

居き
ょ

の
命
を
受
け
ま
す
。
鶯
谷
先
生
も
休
暇
を
取
っ
て
休
み

た
い
と
希
望
し
て
い
ま
し
た
。
十
二
月
に
鶯
谷
先
生
に
代
わ
っ
て

関
宿
に
出
か
け
藩
校
教
倫
館
で
講
義
を
行
い
ま
す
。
新
し
い
藩
主

に
お
会
い
し
ま
す
。
藩
主
の
年
は
ま
だ
二
十
四
歳
か
二
十
五
歳
く

ら
い
で
す
。
月
の
上
旬
に
出
か
け
、
下
旬
に
帰
っ
て
き
ま
す
。
稲

葉
君
が
同
行
し
ま
し
た
。
こ
れ
以
降
、
関
宿
藩
の
藩
士
が
度
々
や

っ
て
き
て
講
義
を
聴
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）　
三
十
八
歳
。
七
月
に
新
井
桐
蔭
が
亡
く

な
り
ま
す
。
桐
蔭
は
稲
亭
の
子
ど
も
で
、
撫
山
先
生
の
一
歳
年
下

と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
撫
山
先
生
を
兄
と
慕
っ
て
い
ま
し
た
。
し

た
が
っ
て
、
桐
蔭
の
弟
子
た
ち
は
、
桐
蔭
の
遺
訓
を
奉
ず
る
と
と

も
に
、
桐
蔭
の
父
稲
亭
没
後
の
例
に
倣
っ
て
、
再
び
桐
蔭
先
生
の

後
を
引
き
継
い
で
欲
し
い
と
お
願
い
し
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
大

場
村
の
大
垣
氏
宅
に
出
か
け
て
で
き
る
限
り
の
講
義
を
行
い
ま
す
。

大
垣
致
遠
は
桐
蔭
の
親
戚
で
も
あ
り
、
桐
蔭
の
弟
子
で
も
あ
り
ま

し
た
。
関
宿
藩
の
藩
士
の
な
か
に
も
、
大
垣
氏
宅
の
講
義
を
聴
き

に
や
っ
て
来
る
も
の
が
出
て
き
ま
し
た
。

三
年
（
一
八
六
七
）　
三
十
九
歳
。
こ
の
頃
、
徳
川
氏
の
政
治
は
衰
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退
し
、
外
交
で
も
色
々
と
混
乱
が
あ
り
、
江
戸
の
都
も
騒
が
し
く

な
っ
て
き
ま
す
。
六
人
の
幼
子
を
抱
え
、
も
う
一
人
も
胎
内
に
い

ま
し
た
の
で
、
撫
山
先
生
も
学
問
だ
け
に
専
念
し
て
い
る
わ
け
に

は
い
き
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
冬
の
間
だ
け
で
も
大
場
村

の
講
義
を
休
止
し
た
い
と
望
ん
で
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
弟
子
た

ち
の
強
い
要
望
が
あ
っ
た
の
で
、
や
む
な
く
一
族
を
引
き
連
れ
て

し
ば
ら
く
の
間
大
垣
氏
宅
に
住
み
込
み
ま
す
。

明
治
元
年
（
一
八
六
八
）　
四
十
歳
。
三
月
に
江
戸
に
帰
り
ま
す
。

こ
の
年
に
徳
川
氏
は
大
政
奉
還
を
し
て
一
大
名
に
な
り
ま
し
た
。

夏
に
は
、
鶯
谷
先
生
も
江
戸
を
離
れ
関
宿
に
移
り
住
み
ま
す
。
と

も
に
学
ん
だ
学
友
た
ち
も
散
り
散
り
に
な
り
、
市
場
公
謙
は
出
身

地
の
常
陸
に
、
堀
内
伯
教
も
出
身
地
の
信
州
に
そ
れ
ぞ
れ
帰
り
、

大
関
公
柔
は
南
総
に
移
り
住
み
ま
す
。
撫
山
先
生
も
、
冬
の
初
め

に
な
る
と
大
垣
氏
宅
を
出
て
、
鹿
室
村
に
あ
る
新
井
桐
蔭
の
旧
宅

に
移
り
住
み
ま
す
。

二
年
（
一
八
六
九
）　
四
十
一
歳
。
正
月
に
関
宿
藩
で
鶯
谷
先
生
が

入
獄
さ
れ
る
と
い
う
災
難
に
遭
い
ま
す
。
四
方
八
方
に
手
を
尽
く

し
、
八
月
に
な
っ
て
よ
う
や
く
禁
が
解
け
ま
す
。
十
二
月
に
新
井

氏
宅
を
出
て
、
久
喜
に
移
り
住
み
ま
す
。
こ
の
年
に
喜
連
川
に
出

か
け
ま
す
。
加
藤
君
が
同
行
し
ま
し
た
。

四
年
（
一
八
七
一
）　
八
月
に
栃
木
に
出
か
け
ま
す
。
落
合
君
が
同

行
し
ま
し
た
。
冬
の
間
だ
け
栃
木
に
移
り
住
み
ま
す
。

五
年
（
一
八
七
二
）　
戸
籍
令
が
施
行
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
機
に
、

久
喜
の
地
に
戸
籍
を
編
製
し
ま
す
。

六
年
（
一
八
七
三
）　
私
塾
を
廃
し
て
新
た
に
公
立
学
校
を
設
け
る

と
い
う
学
制
改
革
が
あ
り
、
一
月
に
埼
玉
県
第
九
区
に
初
め
て
一

校
が
設
置
さ
れ
ま
す
。
門
人
た
ち
を
率
い
て
体
験
見
学
に
行
き
ま

す
。
四
月
に
な
る
と
体
験
見
学
を
止
め
ま
す
。
八
月
に
神
道
教
導

少
講
義
を
授
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
自
宅
に
幸
魂
教
舎
を
開
き
ま

す
。
こ
の
年
、
書
風
を
大
き
く
変
え
、
楷
法
を
捨
て
て
隷
体
を
用
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い
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

七
年
（
一
八
七
四
）　
三
月
に
権
中
講
義
を
授
け
ら
れ
ま
す
。
七
月

に
堀
内
伯
教
が
「
翼
賛
教
憲
議
」
一
篇
を
教
部
省
に
提
出
し
ま
す
。

撫
山
先
生
が
内
容
の
一
部
に
手
を
加
え
て
い
ま
す
。
こ
の
年
の
春

に
筑
波
に
出
か
け
ま
す
。
内
田
君
が
同
行
し
ま
し
た
。
母
の
年
老

い
た
姉
が
土
浦
に
い
る
の
で
会
い
に
行
っ
た
の
で
す
。
秋
に
は
ま

た
栃
木
に
出
か
け
ま
す
。
斗
南
先
生
が
同
行
し
ま
し
た
。
鞍く

ら

掛か
け

山さ
ん

に
行
き
ま
し
た
。

八
年
（
一
八
七
五
）　
堀
内
伯
教
は
長
い
こ
と
病
気
で
東
京
に
い
ま

し
た
。
介
護
を
す
る
た
め
、東
京
に
い
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
す
。

八
月
に
伯
教
が
亡
く
な
り
ま
す
。
冬
に
は
信
州
に
出
か
け
ま
す
。

ま
た
内
田
君
が
同
行
し
ま
し
た
。
伯
教
の
家
の
事
に
関
係
し
て
の

こ
と
で
す
。
十
一
月
に
鶯
谷
先
生
の
跡
継
ぎ
の
藹
吉
君
も
亡
く
な

り
ま
す
。
鶯
谷
先
生
も
年
老
い
て
、
末
子
も
成
人
し
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
こ
で
、こ
の
後
一
～
二
か
月
中
に
一
回
は
上
京
し
て
、

鶯
谷
先
生
の
仕
事
を
助
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

九
年
（
一
八
七
六
）　
学
生
の
数
が
増
え
て
き
た
の
で
、
夏
に
一
部

屋
を
増
築
し
ま
す
。
秋
に
は
ま
た
栃
木
に
出
か
け
ま
す
。
江
原
君

が
同
行
し
ま
し
た
。
出い

ず
る
さ
ん

流
山
の
奇
勝
も
見
て
き
ま
す
。

十
年
（
一
八
七
七
）　
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
マ
ラ
リ
ア
を
発
症
し
、

五
十
日
以
上
苦
し
み
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
二
十
年
近
く
病
気
を
し

て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。こ
の
よ
う
な
病
気
も
初
め
て
の
こ
と
で
す
。

十
二
年
（
一
八
七
九
）　
五
十
一
歳
。
四
月
に
杉
陰
先
生
と
一
緒
に

信
州
に
出
か
け
ま
す
。
斗
南
先
生
も
同
行
し
ま
し
た
。
七
月
に
帰

っ
て
き
ま
す
。安
政
四
年
以
降
遠
く
へ
の
旅
は
控
え
て
い
ま
し
た
。

た
と
え
遠
く
に
行
っ
て
も
月
を
跨
い
で
行
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
こ
の
後
は
月
を
跨
い
で
出
か
け
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま

す
。
子
ど
も
た
ち
が
成
長
し
た
か
ら
だ
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

十
三
年
（
一
八
八
〇
）　
一
月
に
綽
軒
先
生
が
明
誼
学
舎
と
い
う
塾

を
栃
木
に
開
き
ま
す
。
八
月
に
ま
た
杉
陰
先
生
と
一
緒
に
下
毛
に
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出
か
け
ま
す
。
山
口
君
と
大
作
君
も
一
緒
に
日
光
山
に
登
り
、
遂

に
は
足
利
ま
で
足
を
延
ば
し
て
足
利
学
校
の
聖
像
や
蔵
書
を
観
覧

し
ま
す
。

十
四
年
（
一
八
八
一
）　
八
月
に
鶯
谷
先
生
が
病
気
に
な
り
ま
し
た
。

す
ぐ
に
で
も
か
け
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
夜
に
な
っ
て

「
今
朝
方
亡
く
な
ら
れ
た
」
と
連
絡
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
知
ら

せ
を
聞
い
て
す
ぐ
に
出
か
け
ま
す
。

十
五
年
（
一
八
八
二
）　
五
月
に
父
方
の
叔
父
と
叔
母
を
連
れ
て
ま

た
日
光
に
出
か
け
ま
す
。
八
～
九
歳
の
頃
に
祖
父
母
に
連
れ
ら
れ

て
一
緒
に
日
光
に
出
か
け
て
か
ら
五
十
年
以
上
が
経
ち
ま
し
た
。

叔
父
・
叔
母
と
い
っ
て
も
二
～
三
歳
年
長
と
い
う
だ
け
で
す
。
昔

の
こ
と
を
懐
か
し
ん
で
、
一
緒
に
出
か
け
よ
う
と
お
誘
い
し
た
の

で
す
。

十
六
年
（
一
八
八
三
）　
夏
に
常
陸
に
出
か
け
、
霞
ヶ
浦
を
渡
っ
て

麻あ

生そ
う

の
市
場
公
謙
を
訪
ね
ま
す
。
高
木
君
が
同
行
し
ま
し
た
。
八

月
に
栃
木
に
出
か
け
、
綽
軒
先
生
を
連
れ
て
一
緒
に
険
し
い
古こ

峰ぶ

ケが

原は
ら

や
石お
ざ
く
さ
ん

裂
山
を
訪
れ
ま
す
。

十
七
年
（
一
八
八
四
）　
秋
に
常
陸
の
筑
波
郡
神
村
に
出
か
け
、
鵬

斎
先
生
の
稲
垣
君
碑
の
拓
本
を
採
り
ま
す
。
高
木
君
が
同
行
し
ま

し
た
。

十
八
年
（
一
八
八
五
）　
秋
に
下し

も

毛つ
け

の
水み
ず

代し
ろ

に
出
か
け
神
幟
を
書
き
、

そ
の
足
で
栃
木
に
向
い
、
戸と

奈な

良ら

村
の
石
井
氏
を
訪
ね
一
緒
に
唐か
ら

沢さ
わ

山や
ま

に
登
り
ま
す
。
田
人
君
が
同
行
し
ま
し
た
。
七
月
に
開
設
し

た
東
北
線
で
宇
都
宮
に
出
か
け
ま
す
。
往
来
が
と
て
も
便
利
に
な

っ
た
の
で
、
こ
れ
よ
り
以
降
、
大
抵
年
に
一
～
二
回
は
栃
木
に
出

か
け
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
以
後
特
記
事
項
が
な
い
場
合
は
、
特

に
記
し
ま
せ
ん
。
こ
の
年
に
「
日
文
草
篆
考
」
を
著
し
ま
す
。

十
九
年
（
一
八
八
六
）　
秋
に
上
毛
に
出
か
け
、
天
田
氏
宅
に
泊
ま

り
、
一
緒
に
三さ

ん

波ば

川が
わ

の
美
石
を
見
た
後
、
国
分
寺
の
跡
を
訪
ね
ま

す
。
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二
十
年
（
一
八
八
七
）　
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
上
毛
に
出
か
け
、

赤
城
山
を
越
え
て
、
沼
田
に
向
か
い
、
追お

っ

貝か
い

温
泉
に
泊
ま
っ
て
か

ら
帰
り
ま
す
。

二
十
一
年
（
一
八
八
八
）　
六
十
歳
。
十
二
月
に
高
田
君
成
が
亡
く

な
り
ま
す
。
君
成
の
名
は
俊
貞
、
号
は
春
汀
と
い
い
、
栃
木
の
人

で
す
。
綾
瀬
先
生
門
下
で
親
友
で
も
あ
り
ま
し
た
。
栃
木
に
出
か

け
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
彼
が
い
た
か
ら
で
す
。
こ
の
年
に
「
三

先
生
伝
実
私
記
」
を
著
し
ま
し
た
。

二
十
二
年
（
一
八
八
九
）　
以
前
か
ら
千
葉
天
巉
と
約
束
を
し
て
い

て
、
度
々
松
島
に
出
か
け
よ
う
と
思
い
な
が
ら
果
た
す
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
五
月
に
大
住
氏
と
天
田
氏
を
誘
っ
て
一
緒
に

松
島
に
出
か
け
、
遂
に
は
赤あ

こ
う
づ

生
津
の
天
巉
を
訪
ね
ま
す
。
天
巉
は

鶯
谷
先
生
門
下
の
後
輩
で
、
幼
名
を
得
二
、
字
を
其
由
と
い
い
、

赤
生
津
の
人
で
す
。一
緒
に
陸
中
の
中
尊
寺
や
達

た
っ
こ
く
の
い
わ
や

谷
窟
を
見
た
後
、

そ
の
足
で
多
賀
城
や
国
分
寺
の
跡
を
訪
ね
て
帰
り
ま
す
。
秋
に
南

総
の
木
更
津
に
出
か
け
、ま
た
国
分
寺
や
総
社
の
跡
を
訪
ね
ま
す
。

二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）　
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
の
多
く
は
、
栃
木

に
い
ま
す
。

二
十
四
年
（
一
八
九
一
）　
一
月
二
十
九
日
に
実
妹
の
槙
田
う
た
が

亡
く
な
り
ま
す
。
早
く
母
親
を
亡
く
し
た
の
で
、
弟
妹
の
多
く
は

腹
違
い
で
、
実
の
弟
妹
は
彼
女
だ
け
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
辛
さ
は
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。

二
十
五
年
（
一
八
九
二
）　
六
月
に
南
総
の
九
十
九
里
浜
に
出
か
け

ま
す
。

二
十
八
年
（
一
八
九
五
）　
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
信
越
に
出
か
け
、

帰
っ
て
か
ら
上
毛
に
出
か
け
て
金こ

ん

洞ど
う

山さ
ん

に
登
り
ま
す
。

二
十
九
年
（
一
八
九
六
）　
春
に
房
州
の
勝
山
に
出
か
け
、
洲
崎
ま

で
足
を
延
ば
し
ま
す
。

三
十
年
（
一
八
九
七
）　
秋
に
常
陸
の
井
関
に
出
か
け
ま
す
。

三
十
一
年
（
一
八
九
八
）　
七
十
歳
。
今
ま
で
は
老
と
称
す
る
こ
と



中島撫山42

関係資料（現代語訳）

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
年
に
な
っ
て
自
分
で
私
印
「
七
十
曰

老
」
を
作
っ
て
老
と
言
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
以
後
は
毎
年
こ
の

印
を
使
い
ま
す
。
ま
た
、
別
に
年
を
記
し
た
小
印
を
作
っ
て
併
用

し
、
七
十
歳
以
上
の
証
拠
と
し
ま
す
。
四
月
に
弟
子
た
ち
が
長
寿

を
祝
う
宴
会
を
開
い
て
く
れ
ま
し
た
。

三
十
二
年
（
一
八
九
九
）　
八
月
に
下
毛
の
川
治
温
泉
に
出
か
け
ま

す
。
一
度
帰
り
ま
す
が
、
そ
の
後
栃
木
に
出
か
け
ま
す
。
偶
然
に

も
綽
軒
先
生
が
糖
尿
病
を
患
い
苦
し
ん
で
い
た
の
で
、
少
し
落
ち

着
く
ま
で
滞
在
し
、
落
ち
着
い
て
か
ら
帰
り
ま
し
た
。

三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）　
秋
に
栃
木
に
出
か
け
ま
す
。
思
い
が
け

ず
に
め
ま
い
や
嘔
吐
の
症
状
が
あ
り
、
数
日
間
は
寝
て
過
ご
す
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
後
、
度
々
こ
の
症
状
で
苦
し
む
こ
と
に

な
り
ま
す
。

三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）　
五
月
に
「
性
説
疏
義
」
を
著
し
ま
す
。

六
月
に
悪
性
の
で
き
も
の
が
で
き
ま
す
。
こ
の
年
に
開
設
し
た
中

央
線
で
、
七
月
に
甲
州
の
御み

た
け嶽

に
出
か
け
ま
す
。
野
原
君
が
同
行

し
ま
し
た
。

三
十
八
年
（
一
九
〇
五
）　
四
月
に
病
気
で
寝
込
み
ま
す
。
少
し

苦
し
い
状
況
で
し
た
。治
っ
て
か
ら
常
陸
の
平
磯
に
出
か
け
ま
す
。

三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）　
五
月
に
杉
陰
先
生
が
亡
く
な
り
ま
す
。

六
月
に
綽
軒
先
生
が
亡
く
な
り
ま
す
。
娘
の
夫
に
あ
た
る
塚
本
生

も
肺
を
患
っ
て
長
い
こ
と
寝
た
き
り
で
す
。
撫
山
先
生
の
心
中
を

慮
っ
た
家
族
の
提
案
で
、
八
月
に
信
越
に
出
か
け
、
赤
倉
温
泉
に

宿
泊
し
ま
す
。
出
か
け
た
翌
日
に
塚
本
生
が
亡
く
な
り
ま
す
。

四
十
年
（
一
九
〇
七
）　
八
月
に
相
州
の
横
須
賀
に
出
か
け
ま
す
。

四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）　
八
十
歳
。

四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）　
秋
に
本
町
か
ら
新
町
に
転
居
し
ま
す
。

四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）　
夏
に
伊
勢
神
宮
を
参
詣
し
、
遂
に
近

畿
の
名
所
を
ま
わ
り
ま
す
。
江
原
君
が
同
行
し
ま
し
た
。
八
月
に

長
雨
大
水
が
あ
り
、
家
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
も
浸
水
し
、
七
日
後
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に
よ
う
や
く
水
が
引
き
ま
し
た
。
冬
に
栃
木
に
出
か
け
、
今
泉
の

神
幟
を
揮
毫
し
ま
す
。
生
涯
を
通
じ
て
神
幟
を
揮
毫
す
る
こ
と
が

多
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
が
最
後
に
な
り
ま
し
た
。

四
十
四
年
（
一
九
一
一
）　
六
月
に
病
気
に
罹
り
、
わ
ず
か
二
十
数

日
後
の
同
月
二
十
四
日
、突
然
亡
く
な
り
ま
す
。
享
年
八
十
三
歳
。

亡
父
の
諱
は
慶
、
字
は
伯
章
、
号
は
撫
山
と
言
い
ま
す
。
文
政
十
二

年
四
月
十
二
日
に
、
江
戸
の
亀
戸
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
十
四
歳
の

と
き
、
は
じ
め
て
亀
田
先
生
に
弟
子
入
り
し
て
、
綾
瀬
・
鶯
谷
の

両
先
生
に
つ
き
従
っ
て
学
び
ま
す
。
学
問
が
成
就
し
、
私
塾
を
両

国
の
矢
ノ
倉
に
開
い
て
、
演
孔
堂
と
称
し
ま
し
た
。
の
ち
に
住
ま

い
を
神
田
の
お
玉
が
池
に
移
し
ま
し
た
。
明
治
維
新
の
際
に
都
下

を
離
れ
て
、
武
州
埼
玉
郡
鹿
室
村
に
仮
住
ま
い
を
し
ま
す
。
ま
も

な
く
住
ま
い
を
同
じ
く
埼
玉
郡
久
喜
本
町
に
定
め
、
幸
魂
教
舎
を

開
い
て
、
こ
の
地
方
の
子
弟
に
学
問
を
教
え
ま
し
た
。
以
来
四
十

余
年
間
に
入
門
し
た
者
は
千
数
百
人
に
の
ぼ
り
ま
す
。
明
治
四
十

四
年
六
月
二
十
四
日
、
家
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
享
年
八
十
三
歳

で
し
た
。
亡
父
の
学
問
の
講
義
は
、
国
学
を
中
心
に
し
な
が
ら
、

儒
学
に
よ
っ
て
補
う
と
い
う
も
の
で
し
た
。亡
父
が
言
い
ま
し
た
。

「
わ
が
国
の
神
道
は
、
中
国
の
聖
人
の
教
え
た
儒
教
の
道
と
よ
く

一
致
す
る
」
と
。
こ
れ
こ
そ
亡
父
の
学
問
が
、
他
の
い
わ
ゆ
る
漢

学
者
た
ち
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
理
由
で
す
。
い
ま
、
亡
父
が

世
を
去
っ
て
か
ら
三
十
年
が
経
ち
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
門
下
生
た

ち
の
尊
敬
の
念
は
昔
に
劣
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
門

下
生
た
ち
が
相
談
し
て
、
石
を
家
の
片
隅
に
建
て
て
、「
撫
山
中
島

先
生
終
焉
之
地
」
と
刻
み
、
亡
父
の
名
を
後
世
に
伝
え
よ
う
と
し

七
　
中
島
田た

人び
と

撰
文
「
撫
山
中
島
先
生
終し

ゅ
う
え
ん焉

之
地
」

碑
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関係資料（現代語訳）

ま
す
。
あ
あ
、
師
に
つ
い
て
学
び
、
正
し
く
師
に
仕
え
る
道
の
衰

え
た
今
日
、
亡
父
の
門
下
生
た
ち
が
亡
父
に
向
け
る
志
は
、
き
わ

め
て
美
し
く
、
ま
た
す
ぐ
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
な
の
で
す
。

中
島
慶
は
、
字
を
伯
章
、
号
を
撫
山
と
言
い
ま
す
。
文
政
十
二
年

四
月
十
二
日
に
江
戸
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
十
四
歳
に
な
っ
た
時
、

亀
田
綾
瀬
先
生
の
教
え
を
受
け
、
そ
の
後
綾
瀬
・
鶯
谷
の
両
先
生

に
師
事
し
ま
す
。
学
問
で
自
立
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
初
め
は

両
国
矢
ノ
倉
で
演
孔
堂
と
い
う
塾
を
開
き
ま
し
た
。
後
に
神
田
お

玉
ケ
池
に
移
り
ま
す
。
明
治
維
新
の
際
に
は
武
州
埼
玉
の
久
喜
の

地
に
居
を
構
え
、
幸
魂
教
舎
と
い
う
塾
を
開
い
て
近
隣
の
子
ど
も

た
ち
を
教
育
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
昔
、
こ
の
地

に
遷
善
館
と
い
う
学
校
が
あ
り
、
こ
の
館
記
の
碑
文
が
鵬
斎
先
生

の
撰
文
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
鵬
斎
先
生
自
ら
が
館
で
授
業
を
さ
れ

た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
縁
故
に
よ
る
も
の
で
す
。以
来
四
十
数
年
、

教
え
子
の
数
は
千
数
百
人
に
も
及
び
ま
し
た
。
明
治
四
十
四
年
六

月
二
十
四
日
に
亡
く
な
り
ま
す
。
享
年
八
十
三
歳
で
し
た
。
遺
著

と
し
て
『
演
孔
堂
詩
文
』
や
『
性
説
疏
義
』
等
が
あ
り
ま
す
。
明

治
末
年
に
は
、
曾
孫
に
あ
た
る
亀
田
雲
鵬
先
生
以
外
で
、
鵬
斎
先

生
の
学
問
を
正
当
に
受
け
継
ぐ
人
と
し
て
は
唯
一
の
人
と
な
り
、

亀
田
鵬
斎
門
の
長
老
と
も
い
え
る
人
物
で
し
た
。

八
　『
書し

ょ

菀え
ん

』
第
六
巻
第
四
号
所
収
の
中
島
慶
著
・

中
島
竦
増
訂「
増
訂
龜
田
三
先
生
傳で

ん

實じ
つ

私
記（
其
一
）」

に
付
し
た
著
者
略
歴
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関係略年表

和　暦 西暦 年齢 事　　項
文政12年 1829 1 ・亀戸で生まれる。
天保10年 1839 11 ・母親のとよ（岡本氏）が亡くなる。
天保13年 1842 14 ・亀田綾瀬の門に入る。
弘化 2年 1845 17 ・元服し、亀田鶯谷から「伯章」という字を与えられる。
弘化 4年 1847 19 ・父親の良雅（11代清右衛門）が亡くなる。
嘉永 6年 1853 25 ・亀田綾瀬が亡くなる。

安政 4年 1857 29
・祖父の勇哲（10代清右衛門）が亡くなる。
・「楽托日記」を執筆する。
・妻子弟妹と共に日本橋新乗物町から両国矢ノ倉に転居する。

安政 5年 1858 30 ・両国矢ノ倉で演孔堂を開講する。

安政 6年 1859 31 ・先輩の新井稲亭が亡くなる
・両国矢ノ倉から神田お玉が池に転居する。

慶応 2年 1866 38 ・新井稲亭の子の桐蔭が亡くなる。
慶応 3年 1867 39 ・大場村の大垣氏宅に一家で仮住まいする。
明治元年 1868 40 ・鹿室村の新井桐蔭の旧宅に一家で移り住む。

明治 2年 1869 41 ・亀田鶯谷が関宿藩で入獄される。
・久喜本町に一家で移り住む。

明治 5年 1872 44 ・戸籍を久喜本町に編製する。
明治 6年 1873 45 ・久喜本町で幸魂教舎を開講する。
明治 9年 1876 48 ・幸魂教舎を増築する。
明治14年 1881 53 ・亀田鶯谷が亡くなる。
明治18年 1885 57 ・「日文草篆考」を執筆する。

明治21年 1888 60 ・親友の高田春汀が亡くなる。
・「三先生伝実私記」を執筆する。

明治22年 1889 61 ・「平泉旅物語」を執筆する。
明治24年 1891 63 ・実妹の槙田うたが亡くなる。
明治30年 1897 69 ・同門の阪井保佑が亡くなる。

明治36年 1903 75 ・「性説疏義」を執筆する。
・阪井保佑の子の弁が『明治畸人伝』を刊行する。

明治39年 1906 78
・異母弟の栄之甫（杉陰）が亡くなる。
・長男の靖（綽軒）が亡くなる。
・四女塚本うらの夫が亡くなる。

明治42年 1909 81 ・久喜本町から久喜新町に一家で転居する。

明治44年 1911 83 ・83歳で亡くなり、光明寺に埋葬する。
・孫の賾臣が「中島撫山墓誌」銘を撰文する。

大正10年 1921 ・『史学雑誌』に中島慶太郎遺稿の「天平文書田税物價諸表」
が３回にわたって掲載される。

昭和 6年 1931 ・中島竦編さんの『演孔堂詩文』が刊行される。
昭和10年 1935 ・中島撫山の遺稿『性説疏義』が刊行される。

昭和16年 1941
・中島竦作製の『撫山中島先生略年譜』が刊行される。
・六男の田人撰文「撫山中島先生終焉之地」碑が久喜新町宅
の敷地内に建立される。
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関係資料（本文）

演孔堂詩文跋文（久喜市立郷土資料館蔵）
　「関係資料　解題」４（24頁）参照。

性説疏義跋文（個人蔵）
　「関係資料　解題」５（24頁）参照。
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関係資料（本文）

�
（
漢
詩
の
部
分
は
原
漢
文
。
同
部
分
の
み
村
山
吉
廣
氏
の
訓
読
）

中
島
撫
山
翁
名
は
慶
太
郎
、
東
都
乘
物
町
の
豪
商
某
の
長
男
な

り
、
其
生
家
は
乘
物
屋
に
し
て
、
江
戸
草
創
よ
り
連
續
せ
し
舊
家

な
り
、
町
名
の
依
つ
て
起
り
し
も
其
生
家
あ
り
し
が
爲
め
な
り
と

云
ふ
、
翁
幼
よ
り
學
を
好
み
、
長
じ
て
龜
田
鵬
齋
の
子
鶯
谷
１
の

門
に
入
り
、
鵬
門
の
驍
楚
２
を
以
つ
て
名
を
知
ら
る
、
當
時
町
人

の
權
力
な
き
殆
ど
幇
間
的
擧
動
を
以
つ
て
、
常
に
時
の
幕
吏
及
び

諸
侯
の
邸
吏
を
饗
し
、
御
用
仰
付
け
ら
る
ゝ
を
名
譽
と
せ
り
、
翁

性
篤
實
に
し
て
殆
ど
君
子
の
風
あ
り
、
故
に
心
に
之
れ
を
愧
ぢ
、

に
意
を
决
し
て
家
を
其
弟
３
に
讓
り
、
富
貴
を
視
る
こ
と
土
芥

の
如
し
、
自
ら
淸
貧
に
安
ん
じ
、
日
夕
韋
籍
を
放
た
ず
、
維
新
の

際
余
４
が
父
5
横
濱
に
在
り
職
を
稅
關
に
奉
ず
、
偶
ま
翁
を
招
い

て
移
居
せ
し
め
ん
と
す
、
翁
こ
れ
を
辭
し
て
曰
く
、
今
や
海
内
新

た
に
平
定
す
と
雖
も
、
國
威
日
に
墮
つ
、
余
復
た
夷
狄
の
跋
扈
を

視
る
に
忍
び
ざ
る
な
り
と
、
の
ち
武
州
久
喜
に
退
隱
し
、
帷
を
下

し
て
村
童
を
敎
授
す
、
盖
し
久
喜
の
地
鵬
齋
先
生
の
始
め
て
村
塾
6

を
設
け
し
の
緣
故
あ
る
に
由
る
、
翁
の
夫
人
7
亦
良
賈
8
の
女
也
、

然
れ
共
能
く
其
夫
の
意
を
體
し
、
身
に
綿
服
を
着
け
質
素
身
を
奉

じ
箕
箒
の
務
に
服
す
、
是
れ
尋
常
商
家
の
女
の
堪
ゆ
る
所
に
非
ら

ず
、
盖
し
大
雅
堂
9
の
玉
瀾
１0
に
於
け
る
が
如
き
者
あ
り
、
翁
始

め
總
髪
、
の
ち
結
髪
し
て
今
に
至
る
今
茲
七
十
五
、一
見
し
て
其

七
八
十
年
前
の
宿
儒
を
見
る
が
如
し
、
翁
甞
て
平
泉
に
遊
び
其
故

墟
を
追
吊
し
、『
平
泉
旅
物
語
』
の
著
あ
り
、又
『
日
文
草
篆
考
』１１

を
著
は
し
、
神
代
文
字
の
草
書
と
楷
書
と
同
一
體
な
る
こ
と
を
明

か
に
す
、盖
し
鶯
谷
の
學
風
、漢
籍
折
衷
派
に
神
典
說
を
交
へ
て
、

新
主
義
を
出
し
た
る
者
、故
に
翁
能
く
其
學
風
を
今
日
に
維
持
す
、

『
日
文
艸
篆
考
』
の
總
論
に
曰
く

余
日
文
の
草
躰
を
釋
し
、
因
て
之
を
熟
觀
し
て
、
其
四
十
七
文

一
　
阪
井
弁
『
明
治
畸
人
伝
』
所
収
の
「
中
島
撫
山
」



中島撫山48

関係資料（本文）

皆
○
の
一
圏
に
出
で
て
、
○
１２
の
一
圏
の
萬
變
を
盡
く
し
、
究

竟
ま
た
○
の
一
圏
に
歸
す
る
の
理
、此
草
文
に
示
せ
る
を
覺
ふ
、

（
中
略
）
是
其
縱
横
十
四
畫
及
び
所
生
の
三
十
六
文
悉
く
皆
○

の
一
圏
に
歸
せ
ざ
る
こ
と
を
得
ざ
る
を
知
る
べ
し
、
然
れ
ば
其

分
れ
て
五
十
文
と
な
り
て
、
日
用
言
語
を
給
贍
す
る
は
、
○
の

萬
變
を
盡
す
所
以
、
同
じ
く
し
て
一
圏
に
歸
す
る
事
○
の
大
本

矩
の
一
元
德
を
失
は
ざ
る
所
以
に
し
て
、
是
れ
我
萬
民
の
氏
々

名
々
の
職
業
よ
り
禽
獸
草
木
の
萬
物
ま
で
、
詭
類
殊
狀
不
可
勝

紀
も
の
、
皆
我
天
御
中
主
大
神
１３
の
一
神
機
よ
り
出
で
ゝ
、
そ

の
萬
變
を
盡
く
し
て
、
天
下
の
大
用
を
既
濟
し
、
究
竟
其
大
神

に
嗣
ま
し
て
、
現
ツ
神
と
大
八
洲
知
食
す
大
日
本
根
子
天
皇
１４

の
一
柱
に
仕
へ
奉
り
、
其
大
政
令
に
歸
し
て
、
纎
塵
も
洩
る
ゝ

事
無
き
、
大
一
統
の
義
と
、
符
節
を
合
せ
ざ
る
こ
と
な
し
、
ま

た
天
地
の
自
然
と
雖
も
豈
奇
靈
の
不
可
思
議
な
る
者
と
云
は
ざ

る
べ
け
ん
や
、
因
て
ま
た
漢
土
の
聖
籍
を
執
つ
て
之
を
一
勘
す

る
に
、
そ
の
蓍
之
德
圓
而
神
１5
と
云
ひ
、
ま
た
樂
爲
同
１6
と
云

ふ
者
、
此
草
文
の
一
變
一
同
不
可
端
睨
に
近
し
、
卦
之
德
方
以

智
１7
と
云
ひ
、
禮
爲
異
１8
と
云
ふ
者
、
此
眞
文
の
一
畫
紊
る
べ

か
ら
ず
し
て
、
萬
言
萬
事
の
區
別
を
嚴
整
す
る
に
近
し
、
即
ち

一
陰
一
陽
の
動
用
に
て
、
禮
は
敬
肅
に
し
て
義
に
近
く
、
樂
は

雍
和
に
し
て
仁
に
近
し
、
凡
そ
君
臣
父
子
夫
婦
の
倫
よ
り
朋
友

賓
主
の
交
ま
で
區
別
益
々
敬
し
て
、
和
同
流
れ
ず
、
和
同
益
々

親
じ
て
１9
、
區
別
離
れ
ず
こ
れ
天
下
を
以
て
皆
大
中
に
歸
す
、

こ
れ
聖
王
仁
義
禮
樂
を
以
て
家
邦
を
平
治
す
る
の
道
も
精
氣
爲

物
遊
魂
爲
變
２0
と
い
へ
る
天
地
四
時
の
鬼
神
の
情
狀
も
、
允
執

厥
中
２１
の
語
も
、
一
以
貫
之
２２
の
義
も
、
こ
の
神
傳
２３
の
中
に
觀

て
、
簡
に
し
て
能
く
こ
れ
を
盡
く
せ
り
、
鶯
谷
先
師
２４
甞
て
謂

へ
り
、
神
典
に
深
か
ら
ざ
れ
ば
、
六
經
２5
終
に
其
奥
を
闚
ふ
に

足
ら
ず
と
、
こ
れ
信
に
然
り
、
余
が
老
婆
心
ま
た
我
神
傳
を
擧

て
彼
土
儒
師
に
傳
へ
ん
と
す
、
俗
學
下
士
は
之
を
笑
は
ん
こ
と
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関係資料（本文）

固
よ
り
な
り
、
も
し
古
昔
の
聖
賢
の
如
き
に
遇
ば
２ゝ6
、
吾

必
ず
そ
の
再
拜
し
て
之
を
受
け
、
斂
袵
し
て
歎
服
せ
ん
こ
と

を
知
れ
り

翁
亦
書
に
巧
な
り
、
其
鵬
齋
流
を
今
日
に
能
く
す
る
者
蓋
し
翁
一

人
な
る
べ
し
、
今
茲
四
月
翁
杖
を
銚
子
に
曳
く
、
偶
ま
余
が
廬
を

過
ぐ
、
因
ツ
て
其
書
を
乞
ふ
、
翁
其
近
咏
を
書
し
て
曰
く

國く
に

の
爲た

め
君き
み

の
爲た

め
に
寸す
ん
こ
う功
無な

く
、
將も

っ
て
眠ね
む

り
將も

っ
て

喫く
ら

ふ
兎と

あ鵶
の
中う
ち

、
新あ
ら

た
に
迎む
か

ふ
る
に
梅
ば
い
り
ゅ
う柳

何い
ず

れ
の
顏か

お面
ぞ
、

七
十
壽
頑
又
四
翁

　
　
右
壬
寅
２7
春
書　
撫
山
老
儒
慶

　
　
　
　
送
山
本
技
師
祇
役
於
龍
動
２8

雄ヲ

々ヽ
志シ

可カ

母モ

、
常ト
コ

夜ヨ
ノ

國ク
ニ

敝ヽ
、
蛇ヘ
ミ

呉ム
カ

公デ

、
擊ウ
チ

波ハ

良ラ

布フ

陪ベ

吉キ

、
比ヒ

禮レ

取ト
リ

爾ニ

由ユ

玖ク

翁
又
和
歌
を
咏
じ
、
佐
致
麻
呂
２9
と
稱
す
、
蓋
し

玉
縣
即
ち
幸

玉
の
義
に
取
れ
る
な
り
３0
、翁
の
長
男
３１
栃
木
町
に
在
り
て
家
塾
３２

を
設
く
、
翁
田
園
學
を
談
ず
る
に
足
る
者
無
き
を
歎
じ
、
私
か
に

其
學
風
の
廢
絕
せ
ん
こ
と
を
悲
む
、
翁
の
篤
學
に
し
て
古
君
子
の

風
あ
る
は
偉
と
稱
す
べ
き
者
な
り
、
其
壯
時
漫
遊
を
好
む
や
友
人

に
語
ツ
て
武
州
の
山
水
の
如
き
我
手
よ
く
こ
れ
を
撫
す
る
に
足
ら

ん
と
、
由
ツ
て
撫
山
と
號
す
今
久
喜
に
退
隱
す
れ
ど
も
、
餘
日
あ

れ
ば
必
ず
汗
漫
の
遊
を
爲
し
、
風
咏
す
る
所
あ
り
と
云
ふ

【
注
】

１
～
正
し
く
は
綾
瀬
。
安
永
七
年
生
、
嘉
永
六
年
没
。
２
～
正
し
く
は

翹
楚
。
３
～
中
島
家
で
は
、「
堂
弟
」「
従
弟
」
と
伝
わ
る
。
４
～
阪
井

弁
。明
治
二
年
生
、昭
和
二
十
年
没
。５
～
阪
井
保
佑
。明
治
三
十
年
没
。

清
水
侯
に
仕
え
、
下
田
奉
行
や
神
奈
川
奉
行
の
配
下
に
な
る
。
明
治
四

年
に
横
浜
税
関
に
奉
ず
。
6
～
郷
学
遷
善
館
。
7
～
後
妻
き
く
（
亀
田

よ
し
）。
天
保
七
年
生
、
大
正
十
三
年
没
。
8
～
撫
山
は
、「
須
藩
之
世

家
」
と
記
す
。
9
～
池
大
雅
。
享
保
八
年
生
、
安
永
五
年
没
。
１0
～
池

大
雅
の
妻
。
１１
～
原
本
が
久
喜
市
公
文
書
館
に
現
存
。
１２
～
日
文
の
楷

書
体
の
ウ
の
字
。
１３
～
天
地
開
闢
の
際
に
高
天
原
に
最
初
に
出
現
し
た

神
。
１４
～
第
七
代
天
皇
。
孝
霊
天
皇
。
１5
～
出
典
は
『
易
経
』。
１6
～

出
典
は
『
礼
記
』。
１7
～
出
典
は
『
易
経
』。
智
は
、
正
し
く
は
知
。
１8

～
出
典
は『
礼
記
』。１9
～
正
し
く
は
親
し
ん
で
。２0
～
出
典
は『
易
経
』。
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�

（
原
漢
文
。
村
山
吉
廣
氏
の
訓
読
）

撫ぶ
ざ
ん山

府ふ
く
ん君

の
諱い
み
な

は
慶け
い

、
字あ
ざ
な

は
伯は
く
し
ょ
う章

、
清せ
い
え
も
ん

右
衛
門
君く
ん
１
の
長ち
ょ
う
し子

な
り
。
母は

は

は
岡お
か
も
と
し

本
氏
。
文ぶ
ん
せ
い政
十
二
年
四
月
十
二
日
を
以も
っ

て

江え

ど戸
に
生う
ま

る
。
明め
い
じ治

四
十
四
年
六
月
廿
四
日
を
以も
っ

て
埼さ
い
た
ま
け
ん

玉
縣

久く

き喜
に
歿ぼ
っ

す
。
越こ

え
て
廿
七
日
、
郷ご
う
ほ
く北

の
塋え
い
い
き域
２
に
塟ほ
う
む

る
。

享き
ょ
う
ね
ん年

八
十
有ゆ
う

三
。
始は
じ

め
日ひ
な
が
し

永
氏
を
娶め
と

る
も
先さ
き

に
歿ぼ
っ

す
。
後の
ち

に
龜か
め
だ
し

田
氏
を
娶め
と

る
。
七し
ち
な
ん男

五ご
じ
ょ女

。
孫
十
四
人
有あ

り
。
少わ
か

き
よ

り
學が

く

を
好こ
の

む
。
龜か
め
だ田

綾り
ょ
う
ら
い

瀬
、
鶯お
う
こ
く谷

二
先せ
ん
せ
い生

に
歴れ
き
じ事

し
て
講こ
う
ど
う道

研け
ん
ぎ
ょ
う

業
す
。
六
十
餘
年
一い
ち
じ
つ日

の
如ご
と

し
。
寿じ
ゅ
こ
う考

を
已も

っ
て
す
。
又ま

た
子し
そ
ん孫

多お
お

し
。
其そ

の
事じ
ぎ
ょ
う業

は
當と
う
せ
い世

に
顯あ
ら

は
れ
ず
と
雖い
え
ども

、
其そ

の
道ど
う
と
く徳

、
行こ
う
ぎ誼

は
古
い
に
し
えの

名め
い
け
ん賢

に
愧は

ぢ
ず
。
泰た
い
ざ
ん山

頽こ
ぼ

ち
て
梁
り
ょ
う
ぼ
く木

壊や
ぶ

る
３
（
諸こ

れ
を
土ど
ち
ゅ
う中

に
誌し
る

す
。
之こ

れ
を
永な
が

か
ら
し
め
諼わ
す

る
る

な
か
れ
）。

【
注
】

１
～
中
島
良
雅
。
弘
化
四
年
没
。
２
～
光
明
寺
の
墓
所
。
３
～
「
泰
山

頽
ち
て
梁
木
壊
る
」
は
、孔
子
が
自
分
の
死
を
予
知
し
て
詠
ん
だ
言
葉
。

後
に
、
賢
者
の
死
の
こ
と
も
い
う
。

２１
～
出
典
は
『
中
庸
』。
２２
～
出
典
は
『
論
語
』。
２３
～
日
文
の
こ
と
。

２４
～
亀
田
鶯
谷
。
文
化
四
年
生
、
明
治
十
四
年
没
。
２5
～
儒
教
の
基
本

的
な
経
典
。『
易
経
』『
書
経
』『
詩
経
』『
春
秋
』『
礼
記
』『
周
礼
』
の

六
つ
。
２6
～
正
し
く
は
遇
は

。
２7
～
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
）。

２8
～
ロ
ン
ド
ン
。
２9
～
佐
智
麻
呂
・
佐
知
麻
呂
と
も
い
う
。
３0
～
慶
麻

呂
と
も
書
く
の
で
、
名
か
ら
取
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
３１
～
中
島
靖
。

嘉
永
五
年
生
、
明
治
三
十
九
年
没
。
３２
～
明
誼
学
舎
の
こ
と
。

二
　
中
島
賾
臣
撰
文
「
中
島
撫
山
墓
誌
銘
」

三
　『
史
学
雑
誌
』
第
三
十
二
編
第
八
号
所
収
の
故

中
島
慶
太
郎「
天
平
文
書
田
税
物
價
諸
表
（
其
一
）」

に
付
し
た
著
者
略
歴
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故
中
島
慶
太
郎
氏
は
撫
山
と
號
す
。
江
戸
の
人
、
中
島
淸
右
衞
門

の
長
男
に
し
て
、
文
政
十
二
年
江
戸
日
本
橋
新
乘
物
１
に
生
る
。

國
學
漢
學
を
當
時
關
宿
藩
の
儒
官
龜
田
鶯
谷
２
に
學
び
、
後
兩
國

矢
の
倉
、
及
び
神
田
於
玉
ケ
池
等
に
塾
を
開
き
て
漢
學
を
敎
授
せ

り
。
明
治
元
年
居
を
武
藏
國
埼
玉
郡
鹿
寶
村
３
に
移
し
、
明
治
二

年
更
に
同
郡
喜
久
村
４
に
轉
居
し
、
續
い
て
私
塾
を
開
き
子
弟
を

敎
養
し
、
明
治
四
十
三
年
5
、
八
十
餘
歲
の
高
齡
を
以
て
逝
け
り
。

本
論
文
は
氏
の
遺
稿
に
し
て
氏
が
大
日
本
古
文
書
を
繙
讀
研
究
し

て
得
た
る
所
の
も
の
ま
ゝ
氏
の
卓
見
の
存
す
る
を
見
る
べ
し
。
今

囘
服
部
博
士
6
の
好
意
に
よ
り
、
こ
れ
を
本
誌
に
掲
載
す
る
こ
と

を
得
た
り
。

�

（
原
漢
文
。
村
山
吉
廣
氏
の
訓
読
）

先せ
ん
く
ん君
１
の
詩し
ぶ
ん文

に
お
け
る
や
、
殊こ
と

に
緒し
ょ
よ餘

の
業ぎ
ょ
うの

み
。
平へ
い
ぜ
い生

製せ
い

す
る
所
と
こ
ろ
少す
く
な
し
と
爲な

さ
ず
と
雖い
え
ども
、
甚は
な
はだ
し
く
は
意い

を
經へ

ず
、

又ま

た
甚は
な
は

だ
し
く
は
惜お

し
ま
ず
。
稿こ
う

を
屬し
ょ
く

す
る
所
と
こ
ろ

有あ

れ
ど
も
、

多お
お

く
門も
ん
じ
ん人
諸し
ょ
せ
い生
の
擕た
ず
さへ
去さ

る
所と
こ
ろと
爲な

り
、
即す
な
わち
擕た
ず
さへ
去さ

ら
ざ

る
も
亦ま

た
先せ
ん
く
ん君

手て

づ
か
ら
親し
た

し
く
覆ふ
う
ほ
う瓿

補ほ
へ
き壁

し
、
甚は
な
はだ

し
き

は
則す

な
わち
糊の
り

し
て
紙し
じ
ょ
く褥
と
爲な

し
、
撚よ

り
て
紙し
し
ょ
く燭
と
爲な

し
、
否し
か

ら

ざ
れ
ば
則す

な
わち

臨り
ん
ち池

、
漫ま
ん
が畫

し
て
一い
ち
じ字

を
も
辨べ
ん

ぜ
ず
。
故ゆ
え

を
以も
っ

て
明め
い
じ治

以い
ぜ
ん前

の
作さ
く

、
家い
え

に
一い
っ
こ
う稿

も
留と
ど

め
ず
。
其そ

の
僅わ
ず

か
に
存そ
ん

す
る
者も
の

も
、
皆み

な
諸し
ょ
せ
い生

の
家い
え

よ
り
出い

づ
。
竦
し
ょ
う
２
年と
し

十
二
三
、
始は
じ

め
て
之こ

れ
を
惜お

し
む
こ
と
を
知し

り
、
拾ひ
ろ

ひ
て
之こ

れ
を
収お
さ

め
、

【
注
】

１
～
正
し
く
は
江
東
亀
戸
。
２
～
正
し
く
は
亀
田
綾
瀬
。
３
～
正
し
く

は
鹿
室
村
。
４
～
正
し
く
は
久
喜
本
町
。
5
～
正
し
く
は
明
治
四
十
四

年
。
6
～
東
京
大
学
名
誉
教
授
の
服
部
宇
之
吉
の
こ
と
か
。

四
　
中
島
竦
編
『
演
孔
堂
詩
文
　
下
巻
』
所
収
の
中

島
竦
撰
文
「
演
孔
堂
詩
文
跋
文
」
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繕つ
く
ろひ

て
之こ

れ
を
存そ
ん

す
。
故ゆ
え

に
明め
い
じ治

以い

ご後
は
、
略ほ

ぼ
備そ
な

は
る
。

竦し
ょ
う

既す
で

に
長ち
ょ
うす

れ
ど
も
、
多お
お

く
家い
え

に
在あ

ら
ず
。
諸し
ょ

弟て
い
し子

、
姪て
つ

、

之こ

れ
を
繼つ

ぐ
者も
の

無な

く
、
亦ま

た
復ま

た
過か
は
ん半

を
散さ
ん
い
つ佚

す
。
然し
か

れ

ど
も
先せ

ん
く
ん君

も
亦ま

た
已す
で

に
老お

い
た
り
。
儻も

し
作つ
く

る
所
と
こ
ろ

有あ

る
も
、

碑ひ

し識
・
墓ぼ
け
つ碣

・
應お
う
し
ゅ
う酬の

文も
ん
じ字

に
過す

ぎ
ざ
る
の
み
。
得と
く
し
ゅ手

の
處と
こ
ろは

、

此こ
こ

に
在あ

ら
ざ
る
な
り
。
先せ
ん
く
ん君

は
一い
っ
し
ょ
う生

を
自み
ず
から

持じ

す
る
こ
と
甚
は
な
は

だ
高た
か

く
、
俗ぞ
く

に
從し
た
がひ
世よ

に
阿お
も

ね
る
こ
と
を
肯が
え

ん
ぜ
ず
。
其そ

の

詩し
ぶ
ん文

に
お
け
る
や
、
亦ま

た
猶な

ほ
其そ

の
人ひ
と

と
爲な

り
の
ご
と
し
。

簡か
ん
け
い勁
峭し
ょ
う
ば
つ
拔
、
墨す
み
を
惜お

し
む
こ
と
金き
ん
の
如ご
と
し
。
媚び

ぶ嫵
を
喜よ
ろ
こば
ず
、

尤も
っ
とも

平へ
い
じ
ゃ
く弱

を
惡に
く

む
。
大た
い
て
い抵

、
詰き
っ
く
つ屈

聱ご
う
が牙

、
時じ
こ
う好

に
投と
う

ぜ
ず
、

古こ
せ
い聲
鏗こ
う
そ
う錚
、
知ち
い
ん音
を
當と
う
せ
い世
に
求も
と

め
ず
。
肯あ
え

て
は
出い
だ

し
て
人ひ
と

に

示し
め

さ
ず
。
人ひ
と

も
亦ま

た
因よ

り
て
識し

る
な
し
。
今い
ま

や
已す
で

に
逝ゆ

き
て

二
十
年ね

ん

な
り
。
音お
ん
よ
う容

復ま

た
見み

る
べ
か
ら
ず
。
し
か
し
て
諸し
ょ
せ
い生

仰ぎ
ょ
う
ぼ慕

の
誠ま
こ
と

は
、
昔せ
き
じ
つ日

に
减げ
ん

ぜ
ず
。
近き
ん
じ
つ日

聚あ
つ
まり

謀は
か

り
て
曰い
わ

く
、

「
先せ

ん
せ
い生

を
思お
も

へ
ど
も
見み

る
べ
か
ら
ず
。
先せ
ん
せ
い生

の
製つ
く

り
し
所と
こ
ろを

見み

れ
ば
、
猶な

ほ
先せ
ん
せ
い生

を
見み

る
が
ご
と
か
ら
ん
」
と
。
竦し
ょ
うに

就つ

き

て
來き

た
り
請こ

ふ
。
乃す
な
わち

編へ
ん
じ次

す
る
所と
こ
ろを

出い
だ

し
て
之こ

れ
に
示し
め

す
。

諸し
ょ
せ
い生

大お
お

い
に
喜よ
ろ
こび

、
皆み

な
刊か
ん

し
て
之こ

れ
を
頒わ
か

ち
、
傳つ
た

へ
て
之こ

れ
を
永な
が

か
ら
し
め
ん
こ
と
を
願ね
が

ふ
。
急き
ゅ
うに

一い
っ
つ
う通

を
繕つ
く
ろひ

て
以も
っ

て
之こ

れ
に
與あ
た

へ
、
其そ

れ
を
手し
ゅ
み
ん民

に
付ふ

せ
し
む
。
亦ま

た
其そ

の
傳つ
た

は
ら
ざ
る
を
惜お

し
む
所ゆ
え
ん以

な
り
。

�

（
原
漢
文
。
村
山
吉
廣
氏
の
訓
読
）

【
注
】

１
～
中
島
撫
山
。
２
～
中
島
竦
之
助
。
文
久
元
年
生
、昭
和
十
五
年
没
。

五
　
故
中
島
撫
山
著
『
性
説
疏
義
　
下
冊
』
所
収
の

中
島
竦
撰
文
「
性
説
疏
義
跋
文
」
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先せ
ん
く
ん君
１
は
江え

ど戸
の
人ひ
と

な
り
。
鵬ほ
う
お
う翁

歿ぼ
つ
ご後

三
年ね
ん

に
し
て
生う
ま

る
。
生う
ま

れ
て
十
四
年ね
ん

、
綾
り
ょ
う
ら
い瀬

先せ
ん
せ
い生

に
贄し
え
つ謁

す
。
親し
ん
し
ゃ炙

す
る
こ
と
十
二

年ね
ん

、
先せ
ん
せ
い生

逝ゆ

く
。
其そ

の
未い
ま

だ
逝ゆ

か
ず
老お

い
て
疾や

む
や
、
令れ
い
し嗣

鶯お
う
こ
く谷

先せ
ん
せ
い生

に
從し
た
がひ

て
游あ
そ

ぶ
。
先せ
ん
せ
い生

は
家か
が
く學

を
祖そ
じ
ゅ
つ述

し
、
尤も
っ
とも

精せ
い

を
性せ
い
せ
つ說

に
注そ
そ

ぐ
。
博は
く
ら
ん覽

洽こ
う
ぶ
ん聞

、
讀よ

ま
ざ
る
攸と
こ
ろ

な
し
。
曾か
つ

て
『
論ろ
ん
も
う孟

集し
ゅ
う
ち
ゅ
う注

異い

說せ
つ

』『
學が
く
よ
う庸

章し
ょ
う
く句

異い

說せ
つ

』
を
著あ
ら
わす

。
亡ぶ
り
ょ慮

三
四
十
巻か

ん

な
る
も
一い
っ
た
ん旦
翻ほ
ん
ぜ
ん然
と
し
て
之こ

れ
を
改あ
ら
た
め
て
曰い
わ

く
、

「
韓か

ん
ゆ愈

氏し

に
言げ
ん

有あ

り
。『
古
い
に
し
えを

汲く

む
に
は
脩し
ゅ
う
こ
う綆

を
得え

、
古
い
に
し
えを

稽か
ん
がふ
る
の
道み
ち

は
、
宜よ
ろ

し
く
井せ
い

を
汲く

む
が
ご
と
く
然し
か

り
。
唯た

だ

綆つ
る
べ
な
わの

脩な
が

か
ら
ざ
る
を
患う
れ

ひ
て
、
井せ
い

の
淺あ
さ

か
ら
ざ
る
を
患う
れ

へ

ず
』
と
。
盡

こ
と
ご
とく
著あ
ら
わ
す
所と
こ
ろ
を
棄す

て
、
一い
つ

に
古こ

ぎ義
に
歸き

す
」
と
。

先せ
ん
く
ん君

其そ

の
說せ
つ

を
飫よ
ぶ
ん聞

し
、
久ひ
さ

し
く
世せ
い
み味

を
忘わ
す

れ
、
つ
い

に
家か
さ
ん產

を
推お

し
て
之こ

れ
を
堂ど
う
て
い弟

某な
に
が
しに

與あ
た

へ
、
獨ひ
と

り
妻さ
い
し子

弟て
い
ま
い妹

を
携
た
ず
さ

へ
て
、
別べ
つ

に
帷い

を
都と
も
ん門

に
下く
だ

し
、
徒と

を
聚あ
つ

め
て
經け
い

を
授さ
ず

け
、

日に
っ
せ
き夕

諷ふ
う
ち
ゅ
う

籀
し
て
樂た
の

し
み
と
爲な

し
、
妻さ
い
ど孥

飢う

う
る
を
告つ

ぐ
る
も

晏あ
ん
じ
ょ如

た
り
。
適た
ま
た

ま
同ど
う
も
ん門

の
新あ
ら
い井

大た
い
ね
ん年
２
暴に
わ

か
に
病び
ょ
う
ぼ
つ歿

し
、
其そ

の
徒と

、
師し

を
喪う
し
な

ひ
、
多お
お

く
先せ
ん
く
ん君

の
門も
ん

に
歸き

す
。
之こ

れ
を
久ひ
さ

し
う
し
て
、
大た
い
ね
ん年

の
嗣し

、
和わ
け
い卿
３
も
亦ま

た
歿ぼ
っ

す
。
大た
い
ね
ん年

父ふ

し子

は
埼さ

い
た
ま玉

の
人ひ
と

な
り
。
埼さ
い
た
ま玉

の
人ひ
と

、
益ま
す

ま
す
正せ
い

に
就つ

く
所
と
こ
ろ

無な

き

に
苦く

る

し
み
、
來き
た

り
て
先せ
ん
く
ん君

に
請こ

ふ
。
是こ

の
時と
き

に
當あ
た

り
、
幕ば
く
せ
い政

馭ぎ
ょ

を
失う
し
なひ

、
國こ
く
ろ
ん論

鼎て
い
ふ
つ沸

し
、
各か
く
は
ん藩

封ふ
う

に
就つ

き
、
江こ
う
と都

落ら
く
ば
く莫

た

り
。
紀き

こ
う綱
日ひ

に
弛ゆ
る

び
、
剽
ひ
ょ
う
と
う盗
晝ち
ゅ
う
こ
う
行
す
。
加く
わ

ふ
る
に
凶き
ょ
う
き饑
を
以も
っ

て
す
。
米こ
め

は
珠た
ま

の
ご
と
く
、
柴し
ば

は
桂か
つ
らの

ご
と
く
、
人ひ
と

、
業ぎ
ょ
うを

樂た
の

し
ま
ず
。
師し
ゆ
う友
四し
さ
ん散
し
各お
の

お
の
適て
き

す
る
所と
こ
ろに
往ゆ

く
。
先せ
ん
く
ん君

是こ
こ

に
お
い
て
亦ま

た
地ち

を
埼さ
い
た
ま玉

に
避さ

け
、
再ふ
た
た

び
久く

き喜
に
遷う
つ

る
。

久く

き喜
に
遷せ
ん
ぜ
ん
か
ん

善
館
有あ

り
。
鵬ほ
う
お
う翁
曾か
つ

て
遊あ
そ

び
經け
い

を
講こ
う

ぜ
し
の
所と
こ
ろな

り
。
館か

ん
し址

墟き
ょ

な
り
と
雖い
え
ども

、
遺い
あ
い愛

尚な

ほ
存そ
ん

す
。
因よ

り
て
留と
ど

ま

り
て
焉こ

こ

に
家い
え

す
。
先せ
ん
く
ん君

既す
で

に
流り
ゅ
う
ぞ
く俗

を
卑ひ

視し

し
、
時じ
は
い輩

に
媚こ

び

ず
。
趨す

う
し
ゃ舍

睽け
い
い違

す
る
も
、
世よ

と
俯ふ
ぎ
ょ
う仰

す
る
を
欲ほ
っ

せ
ず
。
衡こ
う
も
ん門

に
棲せ

い
ち遲

し
、
足あ
し

を
裹つ
つ

み
て
復ま

た
都と

に
入い

ら
ず
。
故こ
ど
う道

を
以も
っ

て
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閭り
ょ
り里

の
子し
て
い弟

に
行お
こ
な

ひ
、
世せ

ち知
を
爲な

さ
ず
。
遺い
ち
ょ著

有あ

り
と
雖
い
え
ど

も
、
之こ

れ
を
家い
え

に
傳つ
た

ふ
る
の
み
。
今こ
と
し茲

、
增ま
す
な
が永
４
、
吉よ
し
だ田
5
の

二に
せ
い生

、
遠と
お

く
滿ま
ん
し
ゅ
う洲よ

り
書し
ょ

を
寄よ

せ
て
云い
わ

く
、「
先せ
ん
し師

館か
ん

を
捐す

て
、

倐し
ゅ
っ
こ
つ

忽
と
し
て
三
十
載さ
い

に
垂
な
ん
な
んと

す
。
遺い
へ
ん編

久ひ
さ

し
く
篋き
ょ
う
て
い底に

韞お
さ

め
、

徒い
た
ずら

に
蠹と
ぎ
ょ魚

の
腹は
ら

を
肥こ

や
す
の
み
な
る
を
恐お
そ

る
。
生せ
い
ら等

深ふ
か

く

惜お

し
む
を
禁き
ん

ぜ
ず
。
貲し

を
捐す

て
て
印い
ん
こ
う行

し
、
以も
っ

て
同ど
う
こ
う好

に
頒わ
か

ち
、
且ま
さ

に
其そ

の
傳で
ん

を
永な
が

く
せ
ん
こ
と
を
願ね
が

ふ
」
と
。
乃す
な
わち
故こ

筐き
ょ
うを

探さ
ぐ

り
、
性せ
い

說せ
つ

疏そ

ぎ義
一い
っ
ぺ
ん篇

、
上じ
ょ
う
げ下

兩り
ょ
う
か
ん

巻
を
獲え

、
出い
だ

し
て
以も
っ

て
二に
せ
い生
に
授さ
ず

く
。
噫あ
あ

此こ

れ
先せ
ん
く
ん君
の
晩ば
ん
せ
つ節
、
手て

づ
か
ら
繕つ
く
ろひ
て

以も
っ

て
綽
し
ゃ
っ
け
ん軒

先せ
ん
け
い兄
6
に
賜た
ま

ひ
し
も
の
な
り
。
今い
ま

に
至い
た

る
も
楮ち
ょ

墨ぼ
く

變か

は
ら
ず
、
手し
ゅ
た
く澤
新あ
ら

た
な
る
が
如ご
と

し
。
此こ

れ
に
對た
い

し
て
恍こ
う

と
し

て
夙し

ゅ
く
せ
き昔

の
音お
ん
よ
う容

宛え
ん

と
し
て
目も
く
ぜ
ん前

に
在あ

る
を
覺お
ぼ

ゆ
。
復ま

た
二
十

餘よ

の
葛か
っ
き
ゅ
う裘

を
更あ
ら
ため

た
る
に
似に

ざ
る
な
り
。
諸し
ょ
せ
い生

も
其そ

の
舊き
ゅ
うを

諼わ
す

れ
ず
。
其そ

れ
亦ま

た
此こ

の
間か
ん

に
感か
ん

無な

き
を
得え

ん
や
。
夫そ

れ
其そ

の
學が
く

其そ

の
識し
き

の
ご
と
き
は
、
諸し
ょ
せ
い生

自お
の
ず
から

之こ

れ
を
知し

る
。
今い
ま

又ま

た
何な
に

を
か
說と

か
ん
や
。

�

（
原
文
は
読
点
な
し
。
参
考
の
た
め
に
付
す
。）

文
政
十
二
年
丑己
。
四
月
十
二
日
先
生
１
江
東
亀
戸
ノ
大
祖
父
隱
宅

ニ
生
ル
。
是
ヨ
リ
前
二
月
江
戸
大
火
。
新
乘
物
町
ノ
本
宅
モ
亦
災

ニ
罹
ル
。
新
築
未
タ
成
ラ
ス
。
故
ニ
此
ニ
在
リ
テ
生
レ
タ
リ
。

天
保
十
年
亥己
。
十
一
月
母
岡
本
氏
２
逝
ク
。
先
生
時
ニ
年
十
一
。

【
注
】

１
～
中
島
撫
山
。
２
～
新
井
稲
亭
。
文
政
六
年
没
。
３
～
新
井
桐
蔭
。

文
政
十
三
年
ま
た
は
天
保
元
年
生
、
慶
応
二
年
没
。
４
～
増
永
茂
十
郎

（
茂
重
郎
と
も
い
う
）。
明
治
十
六
年
生
。
満
鉄
参
事
、社
長
室
監
察
役
。

5
～
吉
田
忠
太
郎
。
明
治
十
七
年
生
。
明
倫
館
第
一
期
卒
業
生
。
元
言

揚
学
舎
助
教
。
満
洲
国
国
務
院
軍
政
部
嘱
託
。
6
～
中
島
靖
。

六
　
中
島
竦
作
製
『
撫
山
中
島
先
生
略
年
譜
』
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十
三
年
寅壬
。
年
十
四
。
初
メ
テ
贄
ヲ
亀
田
先
生
ノ
門
ニ
執
ル
。
綾

門
出
井
貞
順
ノ
勸
ニ
由
レ
ル
也
。
初
岡
本
氏
逝
テ
繼
室
出
井
氏
來

ル
。
貞
順
ノ
姉
也
。
故
ニ
先
生
始
句
讀
ヲ
貞
順
ニ
受
ク
。
貞
順
之

ヲ
器
ト
シ
乃
亀
田
先
生
ノ
門
ニ
薦
ム
。
時
ニ
綾
先
生
３
六
十
五
。

鶯
先
生
４
三
十
六
。
貞
順
名
ハ
寅
。
字
ハ
炳
文
。
醫
生
ナ
リ
。
後

出
井
氏
室
ニ
安
ン
セ
ス
シ
テ
去
ル
モ
先
生
ノ
貞
順
ニ
於
ケ
ル
其
交

リ
依
然
タ
リ
。

弘
化
二
年
巳乙
。
年
十
七
。
元
服
ヲ
加
フ
。
鶯
先
生
爲
ニ
字
シ
テ
伯

章
ト
イ
フ
。

四
年
未丁
。
十
月
二
日
父
良
雅
君
5
逝
ク
。
先
生
時
ニ
年
十
九
。
是

ヨ
リ
親
シ
ク
家
務
ヲ
視
ル
。
俗
事
煩
瑣
。
然
レ
ト
モ
學
問
モ
亦
廢

セ
ス
。
是
歲
答
馬
塲
君
書
6
ア
リ
。
友
人
ノ
期
待
セ
シ
所
知
ル
ヘ

キ
也
。
馬
塲
君
名
ハ
弘
。
其
字
號
ヲ
失
フ
。
先
生
ト
親
友
ナ
リ
。

學
經
堂
文
集
7
ハ
此
人
ノ
原
輯
ニ
係
ル
。

嘉
永
六
年
丑癸
。
年
廿
五
。
四
月
十
四
日
綾
先
生
卒
ス
。
是
ヨ
リ
專

ラ
鶯
先
生
ニ
師
事
ス
。

安
政
四
年
巳丁
。
年
廿
九
。
祖
父
勇
哲
君
逝
ク
。
是
ヨ
リ
前
先
生
頗

ル
俗
務
ヲ
厭
フ
。
然
レ
ト
モ
大
父
母
在
ス
ヲ
以
テ
勉
強
シ
テ
事
ニ

從
フ
。
是
ニ
至
リ
テ
自
カ
ラ
禁
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
。
秋
間
飄
然
出

テ
ヽ
武
毛
ノ
間
ニ
遊
ヒ
姻
戚
留
ム
レ
ト
モ
止
マ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
樂

托
日
記
8
ア
リ
。
是
行
ヲ
記
セ
ル
也
。
去
年
八
月
大
風
亀
戸
ノ
隱

宅
壞
ル
。
既
ニ
家
ニ
歸
リ

ニ
壞
餘
ノ
屋
材
ヲ
収
拾
シ
室
ヲ
両
國

矢
ノ
倉
ニ
築
キ
盡
ク
家
產
ヲ
推
シ
テ
從
弟
某
ニ
與
ヘ
十
二
月
妻
子

弟
妹
ヲ
率
テ
矢
ノ
倉
ニ
遷
居
ス
。
出
井
氏
ト
相
近
シ
。
貞
順
甚
タ

歡
ビ
日
ニ
相
往
來
ス
。
葢
其
鑑
識
謬
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
。

五
年
午戊
。
年
三
十
。
正
月
十
三
日
開
講
。
自
後
此
ヲ
以
テ
例
ト
爲

ス
。
演
孔
堂
ト
號
ス
。
鶯
先
生
來
リ
莅
ム
。
此
春
又
修
築
ス
。
小

築
三
首
ア
リ
。
七
月
友
人
千
葉
得
一
9
ト
偕
ニ
鶯
先
生
ニ
從
ヒ
上

毛
草
津
ニ
遊
フ
。
是
歲
虎
列
拉
病
大
ニ
流
行
ス
。
歸
テ
王
子
驛
ニ

至
リ
テ
始
メ
テ
之
ヲ
知
ル
ト
云
フ
。
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六
年
未己
。
八
月
新
井
大
年
歿
ス
。
大
年
ハ
埼
玉
郡
鹿
室
ノ
人
。
名

ハ
豊
。
字
ハ
大
年
。
稻
亭
居
士
ト
號
シ
塾
ヲ
神
田
阿
玉
ケ
池
ニ
開

ク
。
綾
門
ノ
先
輩
也
。
故
ニ
先
生
交
ヲ
大
年
父
子
ニ
訂
ス
ル
コ
ト

久
シ
。
是
ニ
至
リ
テ
其
門
人
俄
ニ
師
ヲ
失
ヒ
據
ル
所
無
キ
ニ
苦
シ

ム
。
因
テ
先
生
ヲ
推
シ
テ
其
舊
塾
ニ
主
タ
ラ
シ
ム
。
是
ニ
於
テ
神

田
阿
玉
ケ
池
ニ
移
ル
。

萬
延
元
年
申庚
。
年
卅
一
１0
。
夏
秋
間
脚
疾
ヲ
患
フ
。
灸
治
數
十
日

既
ニ
癒
エ
テ
復
タ
病
マ
ズ
。
初
先
生
幼
ニ
シ
テ
多
病
。
漸
ク
長
シ

テ
漸
ク
健
ニ
。
是
ヨ
リ
以
後
殆
ト
病
無
シ
。
恒
ニ
言
フ
。
人
齡

三
十
ヲ
過
ク
レ
バ
以
テ
病
ヲ
免
ル
ベ
シ
ト
。

文
久
元
年
酉辛
。
年
卅
三
。
大
年
遺
愛
ノ
碑
成
ル
。
其
篆
額
ハ
堀
長

門
守
直
虎
ノ
署
ス
ル
所
。
其
實
ハ
先
生
ノ
捉
刀
ニ
係
ル
。
直
虎
ハ

信
州
須
坂
ノ
藩
主
。
明
治
ノ
初
１１
德
川
將
軍
慶
喜
ヲ
諫
メ
屠
腹
シ

テ
死
セ
シ
者
。
良
山
公
ト
謚
ス
。
其
貴
介
弟
タ
リ
シ
時
鶯
先
生
ノ

門
ニ
遊
フ
。是
ヨ
リ
先
既
ニ
藩
主
タ
リ
。來
リ
學
フ
コ
ト
能
ハ
ス
。

特
ニ
鶯
先
生
ヲ
屈
シ
テ
講
筵
ヲ
其
邸
ニ
開
カ
シ
ム
。
藩
邸
八
丁
堀

ニ
在
リ
。
鶯
先
生
屢
々
蒞
ム
コ
ト
能
ハ
ス
。
大
抵
先
生
ヲ
シ
テ
代

テ
之
ニ
赴
カ
シ
ム
。
一
月
數
次
常
ニ
以
テ
例
ト
爲
ス
。
是
ニ
由
リ

テ
須
阪
藩
臣
中
ニ
先
生
ヲ
知
ル
者
多
シ
。

三
年
亥癸
。
年
卅
五
。
閣
老
久
世
大
和
守
１２
幕
府
ヨ
リ
蟄
居
ノ
命
ヲ

受
ク
。
鶯
先
生
モ
亦
頗
ル
告
退
ノ
志
ア
リ
。
十
二
月
鶯
先
生
先
生

ヲ
シ
テ
關
宿
ニ
赴
キ
其
藩
學
敎
倫
館
ニ
代
講
セ
シ
ム
。
藩
主
１３
ニ

謁
ス
。
藩
主
初
テ
立
テ
年
僅
ニ
十
四
五
。
初
旬
ニ
往
キ
下
旬
ニ
歸

ル
。
稻
葉
生
從
フ
。
是
ヨ
リ
關
藩
士
人
往
々
來
リ
學
ブ
。

慶
應
二
年
寅丙
。
年
卅
八
。
七
月
新
井
和
鄕
１４
歿
ス
。
和
鄕
ハ
大
年

ノ
子
。
先
生
ヨ
リ
少
キ
コ
ト
一
歲
。
先
生
ニ
兄
事
ス
。
故
ニ
其
弟

子
等
遺
訓
ヲ
奉
シ
亦
前
例
ニ
傚
ハ
ン
コ
ト
ヲ
請
フ
。
先
生
是
ニ
於

テ
時
ニ
近
ニ
就
テ
大
塲
村
大
垣
氏
ニ
赴
講
ス
。
大
垣
氏
１5
ハ
和
鄕

ノ
姻
戚
ニ
シ
テ
又
其
弟
子
タ
リ
。
關
藩
ノ
士
モ
亦
或
ハ
遠
ク
來
リ

テ
講
ヲ
聽
ク
。
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三
年
卯丁
。
年
卅
九
。
是
時
ニ
當
リ
テ
德
川
氏
政
衰
ヘ
海
内
騒
擾
。

都
下
モ
亦
事
無
キ
ヲ
保
セ
ズ
。
六
兒
１6
皆
幼
ニ
シ
テ
一
兒
１7
懐
胎

ノ
内
ニ
在
リ
。
先
生
常
ニ
後
顧
ノ
患
無
キ
コ
ト
能
ハ
ズ
。
故
ニ
冬

間
暫
ク
大
塲
ノ
講
莚
ヲ
停
メ
ン
コ
ト
ヲ
欲
ス
。
而
ル
ニ
諸
弟
子
皆

之
ヲ
欲
セ
ズ
。
切
ニ
請
テ
止
マ
ズ
。
是
ニ
於
テ
悉
ク
家
眷
ヲ
携
テ

暫
ク
大
垣
氏
ニ
寓
ス
。

明
治
元
年
辰戊
。
年
四
十
。
三
月
江
戸
ニ
歸
ル
。
是
歲
德
川
氏
大
政

ヲ
奉
還
シ
各
藩
國
ニ
就
ク
。
夏
間
鶯
先
生
モ
亦
都
下
ヲ
去
リ
テ
關

宿
ニ
移
リ
諸
子
皆
分
散
シ
市
塲
公
謙
ハ
常
ニ
歸
リ
堀
内
伯
敎
ハ
信

ニ
歸
リ
大
關
公
柔
ハ
南
總
ニ
赴
ク
。
冬
初
先
生
モ
亦
出
テ
ヽ
鹿
室

ニ
寓
ス
。
和
鄕
ノ
舊
館
ニ
因
レ
ル
ナ
リ
。

二
年
巳己
。
年
四
十
一
。
正
月
鶯
先
生
關
藩
ニ
在
テ
圏
禁
ノ
厄
ニ
遭

フ
。
先
生
百
方
營
救
八
月
禁
解
ク
。
十
二
月
久
喜
ニ
遷
ル
。
是
歲

喜
連
川
ノ
行
ア
リ
。
加
藤
生
從
フ
。

四
年
未辛
。
八
月
栃
木
ノ
行
ア
リ
。
落
合
生
從
フ
。
冬
間
移
居
。

五
年
申壬
。
戸
籍
令
ノ
頒
布
ア
リ
。
是
ニ
於
テ
遂
ニ
籍
ヲ
久
喜
ニ
編

ム
。

六
年
酉癸
。
學
制
改
革
。
私
塾
ヲ
廢
シ
テ
學
校
ヲ
設
ケ
ラ
ル
。
一
月

埼
玉
縣
第
九
區
ニ
始
テ
一
校
ヲ
開
ク
１8
。
先
生
門
人
ヲ
率
テ
之
ニ

蒞
ム
。
四
月
罷
ム
。
八
月
神
道
敎
導
少
講
義
ニ
補
セ
ラ
ル
。
因
テ

私
宅
ニ
於
テ
幸
魂
敎
舍
ヲ
開
ク
。
是
歲
書
風
ヲ
一
變
シ
楷
法
ヲ
棄

テ
ヽ

體
ヲ
取
ル
。

七
年
戌甲
。
三
月
權
中
講
義
ニ
補
セ
ラ
ル
。
七
月
堀
内
伯
敎
翊
賛
敎

憲
議
一
篇
ヲ
敎
部
省
ニ
呈
ス
。
議
ハ
先
生
ノ
潤
色
ス
ル
所
ナ
リ
。

是
歲
春
間
筑
波
ノ
行
ア
リ
。
内
田
生
從
フ
。
盖
シ
先
生
母
ノ
姉
老

テ
土
浦
ニ
在
リ
。
往
テ
之
ヲ
訪
ヘ
ル
ナ
リ
。
秋
間
又
栃
木
ノ
行
ア

リ
。
勿
堂
先
生
１9
從
ヘ
リ
。
鞍
掛
山
ニ
遊
フ
。

八
年
亥乙
。
堀
内
伯
敎
久
ク
疾
テ
東
京
ニ
在
リ
。
先
生
往
テ
病
ヲ
視

東
京
ニ
在
ル
コ
ト
多
シ
。八
月
伯
敎
逝
ク
。冬
間
信
中
ノ
行
ア
リ
。

内
田
生
又
從
ヘ
リ
。
伯
敎
ノ
家
事
ニ
因
レ
ル
ナ
リ
。
十
一
月
鶯
先
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生
ノ
令
嗣
藹
吉
君
モ
亦
逝
ク
。
是
時
ニ
當
リ
鶯
先
生
老
テ
季
子
２0

未
タ
冠
セ
ズ
。
是
ヨ
リ
先
生
大
抵
一
両
月
中
必
一
上
京
シ
テ
先
生

ノ
學
事
ヲ
助
ク
。

九
年
子丙
。
學
生
益
多
シ
。
夏
間
屋
後
ニ
一
室
ヲ
築
ク
。
秋
間
又
栃

木
ノ
行
ア
リ
。
江
原
生
從
フ
。
出
流
山
ノ
奇
ヲ
探
ル
。

十
年
丑丁
。
秋
冬
間
瘧
ヲ
患
ヒ
癒
エ
サ
ル
コ
ト
五
十
餘
日
。
是
ヨ
リ

前
疾
マ
サ
ル
コ
ト
殆
二
十
年
。
此
ニ
至
リ
テ
始
テ
是
疾
ア
リ
。

十
二
年
卯己
。
年
五
十
一
。
四
月
杉
陰
先
生
２１
ト
共
ニ
偕
ニ
信
中
ニ

遊
ブ
。
勿
堂
先
生
從
フ
。
七
月
歸
ル
。
丁
巳
以
來
久
シ
ク
遠
遊
セ

ズ
。遠
遊
ス
ト
雖
月
ヲ
踰
ル
コ
ト
ナ
シ
。是
後
往
々
一
月
ヲ
踰
ユ
。

盖
諸
令
兒
ノ
漸
ク
長
セ
シ
ヲ
以
テ
ナ
リ
ト
イ
フ
。

十
三
年
辰庚
。
一
月
綽
軒
先
生
２２
始
テ
明
誼
學
舍
ヲ
栃
木
ニ
開
ク
。

八
月
先
生
又
杉
陰
先
生
ト
偕
ニ
下
毛
ニ
遊
ヒ
山
口
大
作
諸
人
ト

共
ニ
日
光
山
ニ
登
リ
遂
ニ
足
利
ニ
遊
ヒ
聖
廟
２３
ノ
聖
像
藏
書
ヲ
觀

ル
。

十
四
年
巳辛
。
八
月
鶯
先
生
疾
ア
リ
。
先
生
之
ヲ
聞
テ
奔
テ
之
ヲ
視

ン
ト
ス
。
夜
中
報
ア
リ
。
鶯
先
生
今
朝
既
ニ
卒
ス
ト
。
乃
チ
急
ニ

奔
リ
テ
之
ニ
赴
ク
。

十
五
年
午壬
。
五
月
叔
姑
ヲ
奉
シ
テ
又
日
光
ニ
遊
フ
。
先
生
八
九
歲

ノ
時
大
父
母
ニ
從
ヒ
偕
ニ
日
光
ニ
遊
フ
。是
ニ
至
リ
テ
五
十
餘
年
。

叔
姑
先
生
ニ
長
ス
ル
コ
ト
僅
ニ
二
三
歲
。
故
ニ
其
舊
遊
ヲ
憶
テ
偕

ニ
行
カ
ン
コ
ト
ヲ
願
ヘ
ル
ナ
リ
。

十
六
年
未癸
。
夏
間
常
陸
ニ
遊
ヒ
霞
浦
ヲ
渡
リ
市
塲
公
謙
ヲ
麻
生
ニ

訪
フ
。
高
木
生
從
ヘ
リ
。
八
月
栃
木
ニ
遊
ヒ
綽
軒
先
生
ヲ
携
テ
偕

ニ
古
峯
２４
石
裂
２5
ノ
險
ヲ
探
ル
。

十
七
年
申甲
。
秋
間
常
ノ
筑
波
郡
神
村
ニ
赴
キ
鵬
先
生
２6
ノ
稻
垣
君

碑
ヲ
打
ツ
。
高
木
生
從
ヘ
リ
。

十
八
年
酉乙
。
秋
間
下
毛
水
代
ノ
神
幟
ヲ
書
シ

ニ
栃
木
ニ
至
リ
テ

戸
奈
良
村
石
井
氏
ヲ
訪
ヒ
唐
澤
山
ニ
登
ル
。
竱
君
２7
從
ヘ
リ
。
七

月
東
北
鐵
路
布
設
。
宇
都
宮
ニ
至
ル
。
往
來
靈
便
此
ヨ
リ
栃
木
ニ
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遊
フ
コ
ト
大
抵
年
ニ
一
両
度
。
事
無
キ
者
必
シ
モ
記
セ
ズ
。
是
歲

日
支
２8
草
篆
考
成
ル
。

十
九
年
戌丙
。
秋
間
上
毛
ニ
遊
ヒ
天
田
氏
ニ
寓
シ
偕
ニ
往
テ
三
波
川

ノ
美
石
ヲ
觀
更
ニ
國
分
寺
故
墟
ヲ
尋
ヌ
。

二
十
年
亥丁
。
秋
冬
間
又
上
毛
ニ
遊
ヒ
赤
城
山
ヲ
踰
テ
沼
田
ニ
至
リ

追
貝
温
泉
ニ
浴
シ
テ
歸
ル
。

二
十
一
年
子戊
。
年
六
十
。
十
二
月
高
田
君
成
逝
ク
。
君
成
名
ハ
俊

貞
。春
汀
ト
號
ス
。栃
木
ノ
人
。亦
綾
門
ニ
シ
テ
先
生
ト
最
モ
親
シ
。

先
生
ノ
屢
栃
木
ニ
遊
ヒ
シ
者
ハ
多
ク
此
人
ア
ル
カ
爲
ナ
リ
。
是
歲

三
先
生
傳
實
私
記
２9
ヲ
作
ル
。

二
十
二
年
丑己
。
是
ヨ
リ
前
千
葉
天
巉
３0
ト
約
ア
リ
。
屢
々
松
島
ニ

遊
ハ
ン
コ
ト
ヲ
思
テ
果
サ
ズ
。
是
ニ
於
テ
五
月
大
住
天
田
二
氏
ヲ

誘
テ
共
ニ
松
島
ニ
遊
ヒ

ニ
赤
生
津
ニ
天
巉
ヲ
訪
フ
。
天
巉
ハ
同

門
ノ
後
輩
。
得
一
。
其
田
氏
３１
。
赤
生
津
ノ
人
。
相
携
テ
陸
中
ノ

中
尊
寺
達
谷
窟
ヲ
觀
歸
途
多
賀
城
國
分
寺
舊
址
ヲ
訪
テ
還
ル
。
秋

間
又
南
總
木
更
津
ニ
遊
ヒ
又
國
分
寺
總
社
ノ
舊
墟
ヲ
尋
ヌ
。

二
十
三
年
寅庚
。
夏
秋
間
多
ク
栃
木
ニ
在
リ
。

二
十
四
年
卯辛
。
一
月
廿
九
日
胞
妹
槇
田
刀
自
３２
逝
ク
。
先
生
夙
ク

母
ヲ
喪
ヒ
弟
妹
ア
リ
ト
雖
同
出
ニ
非
ズ
。同
出
唯
此
人
ア
ル
ノ
ミ
。

其
痛
知
ル
ベ
キ
ナ
リ
。

二
十
五
年
辰壬
。
六
月
南
總
九
十
九
里
濱
海
ニ
遊
ブ
。

二
十
八
年
未乙
。
秋
冬
間
信
越
ニ
遊
ビ
歸
テ
上
毛
ニ
遊
ビ
金
洞
山
ニ

登
ル
。

二
十
九
年
申丙
。
春
間
房
ノ
勝
山
ニ
遊
ヒ
洲
崎
ニ
至
ル
。

卅
年
酉丁
。
秋
間
常
ノ
井
關
ニ
遊
ブ
。

卅
一
年
戌戊
。
年
七
十
。
是
ヨ
リ
前
未
タ
曾
テ
老
ヲ
稱
セ
ズ
。
是
ニ

至
リ
テ
自
カ
ラ
私
印
ヲ
刻
シ
テ
七
十
曰
老
ト
曰
ヒ
爾
後
年
々
之
ヲ

用
ヰ
別
ニ
小
印
ヲ
刻
シ
テ
以
テ
年
ヲ
紀
シ
七
十
以
上
ノ
證
ト
爲

ス
。
四
月
諸
弟
子
等
壽
筵
ヲ
開
テ
之
ヲ
祝
ス
。

卅
二
年
亥己
。
八
月
下
毛
ノ
川
治
温
泉
ニ
遊
浴
ス
。
既
ニ
歸
テ
栃
木
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ニ
至
ル
。
適
々
綽
軒
先
生
糖
尿
症
ヲ
患
ヒ
稍
劇
シ
少
ク
癒
テ
始
テ

歸
ル
。

卅
三
年
子庚
。
秋
間
栃
木
ニ
遊
ブ
。
圖
ラ
ザ
リ
キ
暈
眩
嘔
吐
ノ
症
ヲ

得
臥
ス
コ
ト
數
日
。
是
ヨ
リ
往
々
此
症
ヲ
患
フ
。

卅
六
年
卯癸
。
五
月
性
說
疏
義
成
ル
。
六
月
癰
ヲ
患
フ
。
是
歲
中
央

線
鐵
路
開
ク
。
七
月
甲
ノ
御
嶽
ニ
遊
ブ
。
野
原
生
從
フ
。

卅
八
年
巳乙
。
四
月
病
ニ
臥
ス
。
稍
々
劇
ナ
リ
。
既
ニ
癒
ヱ
テ
常
ノ

平
磯
ニ
遊
ブ
。

卅
九
年
午丙
。
五
月
杉
陰
先
生
逝
キ
六
月
綽
軒
先
生
逝
キ
女
婿
塚
本

生
３３
モ
亦
久
ク
肺
ヲ
患
テ
床
ニ
在
リ
。
家
人
其
心
ヲ
傷
ラ
ン
コ
ト

ヲ
慮
リ
八
月
奉
シ
テ
信
越
間
ニ
遊
ヒ
赤
倉
温
泉
ニ
浴
ス
。
發
程
ノ

翌
日
塚
本
生

ニ
起
タ
ズ
。

四
十
年
未丁
。
八
月
相
ノ
横
須
賀
ニ
遊
ブ
。

四
十
一
年
申戊
。
年
八
十
。

四
十
二
年
酉己
。
秋
間
本
町
ヨ
リ
新
町
ニ
移
ル
。

四
十
三
年
戌庚
。夏
間
伊
勢
大
廟
ヲ
拜
シ

ニ
近
畿
諸
方
ヲ
遊
覽
ス
。

江
原
生
從
ヘ
リ
。八
月
淫
雨
大
水
至
ル
。室
ヲ
淹
ス
コ
ト
四
五
尺
。

七
日
ニ
シ
テ
始
テ
退
ク
。冬
間
栃
木
ニ
赴
キ
今
泉
ノ
神
幟
ヲ
書
ス
。

先
生
一
世
神
幟
ヲ
書
ス
ル
者
多
シ
。
此
ヲ
末
次
ト
ス
。

四
十
四
年
亥辛
。
六
月
病
ム
コ
ト
僅
ニ
十
餘
日
。
是
月
廿
四
日
溘
焉

ト
シ
テ
逝
ク
。
享
年
八
十
有
三
。

【
注
】

１
～
中
島
撫
山
。
２
～
と
よ
（
登
余
）。
天
保
十
年
没
。
３
～
亀
田
綾

瀬
。
４
～
亀
田
鶯
谷
。
5
～
清
右
衛
門
と
も
い
う
。
6
～
答
馬
場
生
書

と
も
い
う
。
7
～
原
本
は
久
喜
市
公
文
書
館
所
蔵
。
四
冊
。
8
～
原
本

は
久
喜
市
公
文
書
館
所
蔵
。
鷲
宮
町
教
育
委
員
会
調
査
報
告
書
第
二
集

参
照
。
9
～
正
し
く
は
得
二
。
号
は
天
巉
。
以
下
同
じ
。
１0
～
正
し
く

は
卅
二
。
１１
～
正
し
く
は
慶
応
四
年
。
１２
～
久
世
広
周
。
文
政
二
年
生
、

元
治
元
年
没
。
１３
～
久
世
広
文
。
嘉
永
六
年
生
、
明
治
三
十
二
年
没
。

１４
～
正
し
く
は
和
卿
。
号
は
桐
蔭
。
以
下
同
じ
。
１5
～
大
垣
六
郎
左
衛

門
。
号
は
致
遠
。
１6
～
靖
次
郎
、
婦
美
、
端
蔵
、
竦
之
助
、
若
之
助
、

美
都
の
四
男
二
女
。
１7
～
後
の
開
蔵
。
１8
～
久
喜
学
校
。
１9
～
次
男
中
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�

（
原
漢
文
。
村
山
吉
廣
氏
の
訓
読
）

先せ
ん
く
ん君

の
諱い
み
なは

慶
、
字あ
ざ
なは

伯
章
、
撫
山
と
號ご
う

す
。
文ぶ
ん
せ
い政

十
二
年
四
月

二
日
１
を
以も
っ

て
江え

ど戸
の
龜か
め
い
ど戸

に
生う
ま

る
。
年と
し

甫は
じ

め
て
十
四
、
初は
じ

め
贄し

を
龜か
め
だ田

先せ
ん
せ
い生

の
門も
ん

に
執と

り
、
綾
瀬
、
鶯
谷
兩り
ょ
う

先せ
ん
せ
い生

に
師し

じ事
す
。

學が
く

既す
で

に
成な

り
、
塾じ
ゅ
くを

兩り
ょ
う
ご
く國の

矢や
の
く
ら倉

に
開ひ
ら

き
、
演え
ん
こ
う
ど
う

孔
堂
と
號ご
う

す
。
後の
ち

に
居き
ょ

を
神か
ん
だ田

阿お
た
ま
が
い
け

玉
池
に
移う
つ

す
。
明め
い
じ治

維い
し
ん新

の
際さ
い

、
都と

か下
を
去さ

り

て
武ぶ

の
埼さ
き
た
ま
ぐ
ん

玉
郡
鹿か
な
む
ろ室

に
寓ぐ
う

す
。
何
い
く
ば
くも

無な

く
し
て
居き
ょ

を
同ど
う
ぐ
ん郡

久く

き喜
２

に
卜ぼ
く

し
、
幸こ
う
こ
ん魂

敎き
ょ
う
し
ゃ

舍
を
開ひ
ら

き
、
郷き
ょ
う
と
う黨の

子し
て
い弟

に
敎き
ょ
う
じ
ゅ授す

。
爾じ
ら
い来

四
十
餘よ

ね
ん年

、
門も
ん

に
及お
よ

ぶ
者も
の

千
數
百
人に
ん

な
り
。
明め
い
じ治

四
十
四
年ね
ん

六
月が
つ

二
十
四
日か

家い
え

に
歿ぼ
っ

す
。壽よ
わ
い八

十
三
な
り
。先せ
ん
く
ん君

の
學が
く

を
講こ
う

ず
る
や
、

皇こ
う
ど
う道
３
を
以も
っ

て
主し
ゅ

と
為な

し
、
之こ

れ
を
助た
す

く
る
に
六り
く
け
い經

仁じ
ん
ぎ義

の
敎お
し
え４

を
以も
っ
て
す
。
曰い
わ
く
、
皇こ
う
こ
く國
惟い

神し
ん
の
大だ
い
ど
う道
5
は
、
獨ひ
と
り
漢か
ん
ど土
の
聖せ
い
じ
ん人

の
傳つ

た
ふ
る
所と
こ
ろの

六り
く
け
い經

仁じ
ん
ぎ義

の
名め
い
き
ょ
う敎と

克よ

く
之こ

れ
に
協か
な

ふ
」
と
。
是こ

れ
先せ
ん
く
ん君
の
學が
く
の
他た

の
所い
わ
ゆ謂
る
漢か
ん
が
く
し
ゃ

學
者
流り
ゅ
うと
大お
お
い
に
逕け
い
て
い庭
有あ

る
所ゆ
え
ん以

な
り
。
今い

ま

や
先せ
ん
く
ん君

世よ

に
即つ

き
て
茲こ
こ

に
卅
年ね
ん

な
り
。
し
か
れ
ど
も

門も
ん
じ
ん人
諸し
ょ
せ
い生
の
景け
い
ぼ慕
の
念ね
ん
、
昔せ
き
じ
つ日
に
減げ
ん
ぜ
ず
。
是こ
こ
に
お
い
て
相あ
い
謀は
か
り

て
石い

し
を
家い
え
6
の
一い
ち
ぐ
う隅

に
建た

て
、
刻こ
く

し
て
「
撫
山
中な
か
じ
ま島

先せ
ん
せ
い生

終し
ゅ
う
え
ん焉

之の

地ち

」
と
曰い

ひ
、
以も
っ

て
永な
が

く
諸こ

れ
を
後こ
う
こ
ん昆

に
傳つ
た

へ
ん
と
欲ほ
っ

す
。
嗚あ

あ呼
、

師し
ど
う道
7
の
振ふ

る
は
ざ
る
の
日ひ

、
諸し
ょ
せ
い生

の
先せ
ん
く
ん君

に
お
け
る
や
、
其そ

の

志こ
こ
ろ
ざ
し、

洵ま
こ
とに

美び

に
し
て
且か

つ
異い

な
り
と
謂い

ふ
べ
し
。

島
端
蔵
。
安
政
六
年
生
、
昭
和
五
年
没
。
２0
～
後
の
亀
田
雲
鵬
。
安
政

五
年
生
、
昭
和
十
七
年
没
。
２１
～
異
母
弟
中
島
杉
陰
。
弘
化
二
年
生
、

明
治
三
十
九
年
没
。
２２
～
長
男
中
島
靖
次
郎
（
明
治
十
九
年
に
靖
と
改

名
す
る
）。
２３
～
足
利
学
校
。
２４
～
古
峰
ケ
原
。
２5
～
石
裂
山
。
２6
～

亀
田
鵬
斎
。
宝
暦
二
年
生
、
文
政
九
年
没
。
２7
～
六
男
中
島
田
人
。
明

治
七
年
生
、
昭
和
二
十
年
没
。
２8
～
正
し
く
は
日
文
。
２9
～
写
本
が
久

喜
市
公
文
書
館
に
現
存
。
３0
～
注
９
と
同
一
人
物
。
３１
～
正
し
く
は
、

名
は
得
二
、
字
は
其
由
。
３２
～
う
た
（
宇
多
）。
天
保
二
年
生
、
明
治

二
十
四
年
没
。
３３
～
四
女
う
ら
（
有
楽
）
の
夫
。

七
　
中
島
田
人
撰
文
「
撫
山
中
島
先
生
終
焉
之
地
」

碑



中島撫山62

関係資料（本文）

中
島
慶
字
ハ
伯
章
、
撫
山
ト
號
ス
、
文
政
十
二
年
四
月
十
二
日
江

戸
ニ
生
ル
。
年
甫
メ
テ
十
四
、
贄
ヲ
龜
田
先
生
ノ
門
ニ
執
リ
、
綾

瀬
、
鶯
谷
兩
先
生
ニ
師
事
ス
。
學
既
ニ
成
ル
ヤ
、
初
メ
塾
ヲ
兩
國

矢
ノ
倉
ニ
開
キ
、
演
孔
堂
ト
號
ス
、
後
神
田
お
玉
ケ
池
ニ
移
ル
。

明
治
維
新
ノ
際
、
都
下
ヲ
去
リ
武
州
埼
玉
ノ
久
喜
ニ
卜
居
シ
幸
魂

敎
會
１
ヲ
設
ケ
、
鄕
黨
ノ
子
弟
ヲ
敎
授
ス
。
ソ
ハ
其
昔
久
喜
ニ
遷

善
ト
稱
ス
ル
學
校
ア
リ
、
而
シ
テ
其
館
記
ノ
碑
文
ハ
、
鵬
齋
先
生

ノ
撰
ニ
係
リ
、
且
先
生
親
ラ
經
ヲ
講
ゼ
シ
コ
ト
モ
ア
リ
ト
イ
フ
緣

故
ニ
由
レ
ル
ナ
リ
。
爾
來
四
十
餘
年
、
及
門
者
千
數
百
人
。
明
治

四
十
四
年
四
月
２
二
十
四
日
歿
ス
。
享
年
八
十
三
。
遺
著
ニ
ハ
演

孔
堂
詩
文
、
性
說
疏
義
等
ア
リ
。
明
治
ノ
末
年
ニ
在
リ
テ
ハ
、
鵬

齋
先
生
ノ
學
統
ヲ
承
ク
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
ハ
、
雲
鵬
先
生
３
以
外
ニ

於
テ
ハ
、
唯
一
ノ
長
老
タ
リ
シ
人
ナ
リ
。

八
　『
書
菀
』
第
六
巻
第
四
号
所
収
の
中
島
慶
著
・

中
島
竦
増
訂「
増
訂
龜
田
三
先
生
傳
實
私
記（
其
一
）」

に
付
し
た
著
者
略
歴

【
注
】

１
～
正
し
く
は
十
二
日
。
２
～
正
し
く
は
久
喜
本
町
。
３
～
国
学
。
４

～
儒
教
。
孔
子
の
教
え
。
5
～
か
ん
な
が
ら
の
道
。
神
道
。
6
～
久
喜

新
町
の
家
。
7
～
師
弟
の
正
し
い
在
り
方
。
師
に
つ
く
道
。

【
注
】

１
～
正
し
く
は
幸
魂
教
舎
。
２
～
正
し
く
は
六
月
。
３
～
亀
田
雲
鵬
。
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　本文献に相当する関係資料を整理した資料集に相当するものです。
４　本書の刊行に当たり、次の方々にご協力をいただきました。ここに記してお礼
　申し上げます（敬称略）。
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　　　光明寺、小林晴夫、嶋田実、中島甲臣、中島静、中島桓、鷲宮神社
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表紙

中島撫山肖像（中島桓氏蔵）
　原写真は、長男靖が亡くなった明治39年 6 月頃の一族の集合写真と伝えられている
もの（『写真資料　中島敦』110頁参照）。この肖像は、その集合写真から撫山の部分だ
けをトリミングして作成したもの。

中島撫山先生三十年祭（鷲宮神社蔵）
　中島撫山は神道式の葬儀を行い、墓も神道式で、死後御霊祭が行われる。この写真は、
弟子たちが企画して石碑を建てた 30 年祭の時のもの。

裏表紙

小川一真撮影の囲碁を打つ中島撫山（中島桓氏蔵）
　中島家共通の趣味として、囲碁と園芸とがある。小川一真は、現在の行田市出身で、
日本の写真文化の発展に多大な貢献をもたらした人物。

歴史資料でよむ久喜市ゆかりの人物ブックレット　①

中島撫山の生涯

発行日　　平成29年 3月30日
監修者　　村山廣（むらやま　よしひろ）
編　集　　久喜市教育委員会文化財保護課
発　行　　久喜市教育委員会
　　　　　〒346－0192　久喜市菖蒲町新堀38
印　刷　　有限会社イノウ印刷
　　　　　〒346－0005　久喜市本町2－2－21



中島撫山の生涯
Nakajima Buzan

監修　早稲田大学名誉教授　村 山  廣
Murayama Yoshihiro

久喜市教育委員会

久
喜
市
教
育
委
員
会

歴史資料でよむ久喜市ゆかりの人物ブックレット ①

●
●●

●

●

●

●

●

至
大
宮

至
春
日
部

至
古
河

至
館
林

久
喜
駅

病院

NTT

病院

東
武
伊
勢
崎
線

西
口

Ｊ
Ｒ
宇
都
宮
線

カレー屋
コンビニ

中島敦の案内板

市指定文化財
「撫山先生終焉之地」碑

（久喜新町宅跡）

中島敦の案内板
（駅前）

●

●

至
大
宮至さいたま

至古河

至
春
日
部

至
古
河

至
館
林

久
喜
駅

東
武
伊
勢
崎
線

Ｊ
Ｒ
宇
都
宮
線

西
口

県
道
さ
い
た
ま
栗
橋
線

卍 ●

御嶽神社

光明寺

中央公民館

コンビニ

久
喜
駅
入
口（
南
）

久
喜
駅
入
口

中
島
撫
山
の
生
涯

歴
史
資
料
で
よ
む
久
喜
市
ゆ
か
り
の
人
物
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
①

市指定文化財
撫山中島先生之墓


