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東
郷
さ
ん
に

庭
を
奪
わ
れ
た

　
　

  
さ
ん

一　

鹿
児
島
の
漱
石
さ
ん

　

最
初
に
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
作
家
夏
目
漱
石
が
、
日
露
戦
争
の
英
雄
、
東
郷
平
八
郎
に
庭
を
奪

わ
れ
た
と
い
う
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
な
タ
イ
ト
ル
で
、
夏
目
漱
石
と
東
郷
平
八
郎
と
の
間
に

因
縁
が
あ
っ
た
の
か
と
期
待
さ
れ
た
方
に
は
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
に
登
場
す
る
「
漱
石
」
さ
ん
は
、
江
戸

時
代
の
鹿
児
島
の
人
物
で
す
。
そ
の
人
が
ど
う
い
う
人
物
だ
っ
た
の
か
、
鹿
児
島
で
も
あ
ま
り
話
題
に
さ
れ
た
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
そ
も
そ
も
そ
う
い
う
人
物
が
い
た
と
い
う
こ
と
さ
え
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
鹿
児
島

に
「
漱
石
」
さ
ん
が
確
か
に
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
で
す
。

　

し
か
し
、「
漱
石
」
と
自
ら
名
乗
る
人
物
に
は
、あ
る
種
の
共
通
性
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
漱
石
と
い
う
名
前
は
中
国
・

三
国
時
代
の
政
治
家
、
孫
楚
の
逸
話
に
由
来
し
ま
す
。
孫
楚
が
浪
人
時
代
、
同
郷
の
王
済
に
世
を
捨
て
て
隠
遁
生
活

が
し
た
い
と
「
枕
石
漱
流
（
石
に
枕
し
流
れ
に
漱
が
ん
）」
と
言
お
う
と
し
て
、
つ
い
「
漱
石
枕
流
（
石
に
漱
い
で

流
れ
に
枕
せ
ん
）」
と
言
っ
て
し
ま
い
、王
済
か
ら
「
流
れ
を
枕
に
、石
で
口
を
す
す
ぐ
の
か
」
と
言
い
返
さ
れ
る
と
、

「
流
れ
を
枕
に
す
る
と
は
、
世
間
の
俗
事
か
ら
耳
を
洗
い
た
い
か
ら
で
、
石
で
口
を
す
す
ぐ
の
は
歯
を
磨
く
た
め
だ
」

と
強
弁
し
た
と
い
う
故
事
に
よ
っ
て
い
ま
す
。『
晋
書
』
や
『
蒙
求
』
で
知
ら
れ
る
故
事
で
す
。
へ
そ
曲
が
り
や
負

け
惜
し
み
の
例
え
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
ど
こ
か
脱
俗
的
な
ユ
ー
モ
ア
も
あ
り
ま
す
。

　
「
漱
石
」
と
い
う
名
前
を
持
つ
も
の
に
共
通
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
あ
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
を
典
型
的
に
示
す
文

章
を
夏
目
漱
石
の
『
三
四
郎
』
か
ら
引
用
し
ま
す
。

「
御お

た
が
ひ互

は
憐あ

は

れ
だ
な
あ
」
と
云
ひ
出
し
た
。「
こ
ん
な
顔
を
し
て
、
こ
ん
な
に
弱
つ
て
ゐ
て
は
、
い
く
ら
日
露
戦

争
に
勝
つ
て
、
一
等
國
に
な
つ
て
も
駄
目
で
す
ね
。
尤

も
つ
と

も
建
物
を
見
て
も
、
庭
園
を
見
て
も
、
い
づ
れ
も
顔
相

應
の
所
だ
が
、

―
あ
な
た
は
東
京
が
始
め
て
な
ら
、
ま
だ
富
士
山
を
見
た
事
が
な
い
で
せ
う
。
今
に
見
え
る

か
ら
御
覧
な
さ
い
。
あ
れ
が
日
本
一
の
名
物
だ
。
あ
れ
よ
り
外ほ

か

に
自
慢
す
る
も
の
は
何
も
な
い
。
所
が
其
富
士

山
は
天
然
自
然
に
昔
か
ら
あ
つ
た
も
の
な
ん
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
。
我
々
が
拵

こ
し
ら

へ
た
も
の
ぢ
や
な
い
」
と
云
つ
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て
又
に
や
〳
〵
笑
つ
て
ゐ
る
。三
四
郎
は
日
露
戰
爭
以
後
こ
ん
な
人
間
に
出
逢
ふ
と
は
思
ひ
も
寄
ら
な
か
つ
た
。

ど
う
も
日
本
人
ぢ
や
な
い
樣
な
氣
が
す
る
。

　
「
然
し
是
か
ら
は
日
本
も
段
々
發
展
す
る
で
せ
う
」
と
辯
護
し
た
。
す
る
と
、か
の
男
は
、す
ま
し
た
も
の
で
、

　
「
亡ほ

ろ

び
る
ね
」
と
云
つ
た
。

―
熊
本
で
こ
ん
な
こ
と
を
口
に
出
せ
ば
、
す
ぐ
擲
ぐ
ら
れ
る
。
わ
る
く
す
る

と
國
賊
取
扱
に
さ
れ
る
。
三
四
郎
は
頭
の
中な

か

の
何
處
の
隅
に
も
斯
う
云
ふ
思
想
を
入
れ
る
餘
裕
は
な
い
樣
な
空

気
の
裡う

ち

で
生
長
し
た
。
だ
か
ら
こ
と
に
よ
る
と
自
分
の
年と

し齡
の
若
い
の
に
乘
じ
て
、
他ひ

と

を
愚
弄
す
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
と
も
考
へ
た
。
男
は
例
の
如
く
に
や
〳
〵
笑
つ
て
ゐ
る
。

　　

世
の
中
の
行
け
行
け
ど
ん
ど
ん
の
風
潮
に
対
し
、「
亡
び
る
ね
」
と
つ
ぶ
や
い
て
し
ま
う
精
神
と
共
通
す
る
も
の

が
、
今
回
紹
介
す
る
鹿
児
島
の
漱
石
さ
ん
の
文
章
に
も
あ
り
ま
す
。
世
の
流
れ
に
棹
さ
さ
ず
降
り
て
し
ま
う
よ
う
な

と
こ
ろ
、「
仕
事
や
め
て
田
舎
で
隠
者
暮
ら
し
し
た
い
」
と
思
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
、
鹿
児
島
の
「
漱
石
」

さ
ん
に
は
あ
り
ま
す
。
鹿
児
島
は
尚
武
の
土
地
柄
と
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
い
さ
ま
し
い
話
に
は
事
欠
か
な
い
の
で

す
が
、
一
方
で
、
夏
目
漱
石
の
彽て
い
か
い徊
趣
味
に
通
じ
る
系
譜
も
、
実
は
連
綿
と
続
い
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
も
っ
と

も
、
そ
う
し
た
存
在
は
自
己
ア
ピ
ー
ル
を
せ
ず
、
世
か
ら
隠
れ
る
こ
と
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
ま
す
か
ら
、
も
と
も
と
目

立
つ
こ
と
が
な
く
、
見
つ
け
に
く
い
存
在
で
す
。
鹿
児
島
の
「
漱
石
」
さ
ん
の
こ
と
を
喧
伝
し
て
書
く
こ
と
も
、
余

計
な
御
世
話
で
、
正
し
い
態
度
な
の
だ
ろ
う
か
と
、
考
え
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
ま
で
鹿
児
島
の「
漱
石
」さ
ん
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
は
、渡
邊
正
著『
薩
摩
の
国
学
』（
昭
和
六
十
一
年
、黙
遙
社
）

収
録
の
「
林
岳
記
―
鹿
児
島
に
も
漱
石
が
い
た
―
」
ぐ
ら
い
し
か
存
在
せ
ず
、ま
っ
た
く
忘
れ
ら
れ
た
存
在
で
し
た
。

９
ペ
ー
ジ
の
「
三　

漱
石
の
庭
」
以
下
で
の
考
察
で
、
こ
の
漱
石
さ
ん
が
何
者
か
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
を
示

し
、
鹿
児
島
の
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
文
化
に
、
新
た
な
光
を
投
げ
か
け
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
夏
目
漱
石
の
文
章
で
、
日
露
戦
争
に
言
及
し
た
部
分
を
引
用
し
た
か
と
い
う
と
、
あ
る
種
の
因

縁
と
い
う
か
、
鹿
児
島
の
「
漱
石
さ
ん
」
は
、
ほ
ん
と
う
に
東
郷
さ
ん
に
庭
を
奪
わ
れ
た
か
ら
で
す
。

　

と
い
う
の
も
、
鹿
児
島
市
の
多
賀
山
公
園
に
あ
る
東
郷
平
八
郎
墓
と
東
郷
銅
像
が
あ
る
ス
ペ
ー
ス
は
、
何
も
な
い

場
所
に
新
た
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
も
と
も
と
そ
こ
に
は
「
漱
石
」
と
い
う
人
物
が
つ
く
り
あ
げ
た
庭
園

が
あ
っ
て
、
そ
の
庭
園
を
上
書
き
す
る
よ
う
に
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

『三国名所図絵』中の多賀山

江戸時代末期に鹿児島の名所旧跡を紹介した『三国名勝図絵』

では、多賀山が、鹿児島の山水のなかで、まず最初に紹介さ

れています。正徳・享保（1711～1736）のころにつくられた『鹿

児島八景』で、多賀山は「多賀晴嵐」として、その海岸側の

田ノ浦は「田浦夜雨」として、鹿児島を代表する風景として

選ばれており、『麑藩名勝考』では「麑島八景」について「其

画の如き木村静隠の手痕にして、観へきに堪へり」という記

述があり、絵師・木村探元が描いたものが存在するらしいの

ですが、これは未見です。

鹿児島の漱石さんの文章『林岳記』では、「風病、風咏、丹楓、

異風、風雷、風煙」など、風にまつわる語句が散りばめられ

ています。「多賀晴嵐」を意識した技巧だと思われます。
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二　

東
郷
平
八
郎
銅
像
と
林
岳
記

　

多
賀
山
は
、
鹿
児
島
市
市
街
地
の
北
部
に
位
置
す
る
小
さ
な
山
で
、
現
在
は
鹿
児
島
市
が
管
理
す
る
多
賀
山
公
園

と
な
っ
て
い
ま
す
。
日
露
戦
争
の
日
本
海
海
戦
で
知
ら
れ
る
東
郷
平
八
郎
の
遺
髪
墓
と
銅
像
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
の

展
望
は
、
形
の
よ
い
桜
島
と
対
面
し
、
鹿
児
島
市
市
街
地
や
、
錦
江
湾
を
行
き
交
う
船
を
見
お
ろ
し
、
天
気
が
よ
く

空
気
が
澄
ん
で
い
る
と
き
は
遠
く
開
聞
岳
ま
で
見
は
る
か
す
こ
と
が
で
き
る
、鹿
児
島
市
内
有
数
の
景
勝
の
地
で
す
。

『
鹿
児
島
市
史
』
に
よ
れ
ば
、
多
賀
山
公
園
と
し
て
開
設
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
の
こ
と
で
す
。

　

現
在
、
公
園
内
に
あ
る
掲
示
板
な
ど
で
は
、
東
郷
平
八
郎
元
帥
の
事
績
の
ほ
か
に
、
藤
原
純
友
か
ら
四
代
目
に
あ

た
る
長
谷
川
永
純
が
十
一
世
紀
に
東
福
寺
城
を
建
て
た
と
さ
れ
る
こ
と
や
、
南
北
朝
の
時
代
、
南
朝
側
の
肝
属
兼
重

が
奮
戦
し
た
古
戦
場
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
南
朝
側
の
矢
上
高
純
の
居
城
だ
っ
た
東
福
寺
城
を
島
津
貞
久
が
攻
め

落
と
し
、
島
津
氏
が
出
水
か
ら
現
在
の
鹿
児
島
市
地
域
に
進
出
し
た
と
き
、
最
初
の
居
城
と
な
り
拠
点
と
な
っ
た
の

が
、
東
福
寺
城
と
い
う
山
城
、
す
な
わ
ち
多
賀
山
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

大
正
・
明
治
期
の
多
賀
山
に
つ
い
て
も
、地
元
の
人
間
と
し
て
は
気
に
な
る
事
績
が
あ
り
ま
す
の
で
、そ
れ
は
「﹇
補

遺
２
﹈
大
正
・
明
治
期
の
多
賀
山
」
に
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
ま
し
た
。

　

■
東
郷
平
八
郎
墓
と
東
郷
平
八
郎
銅
像

　

こ
の
多
賀
山
の
山
城
跡
に
、
東
郷
平
八
郎
の
遺
髪
墓
と
銅
像
が
置
か
れ
た
経
緯
は
、
鹿
児
島
市
長
だ
っ
た
勝
目
清

の
回
顧
録
『
勝
目
清
回
顧
録
』（
南
日
本
新
聞
社
、
昭
和
三
十
八
年
）
に
当
事
者
の
回
想
と
し
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

東
郷
平
八
郎
元
帥
が
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
五
月
三
十
日
に
八
十
八
歳
で
亡
く
な
っ
た
と
き
、
国
葬
と
な
り
、

遺
体
は
東
京
の
多
摩
墓
地
に
葬
ら
れ
ま
し
た
。
遺
髪
は
、
郷
里
の
鹿
児
島
と
江
田
島
の
海
軍
兵
学
校
、
横
須
賀
に
置

か
れ
て
い
た
軍
艦
三
笠
の
三
カ
所
に
分
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
鹿
児
島
市
議
会
は
五
月
三
十
一
日
に
東
郷
元
帥

錦江湾を見おろし、桜島と相対

する東郷平八郎銅像
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の
分
骨
を
鹿
児
島
に
埋
葬
す
る
こ
と
を
決
議
し
ま
し
た
。

　

候
補
地
は
、
岩
崎
谷
、
武
岡
、
天
保
山
、
多
賀
山
が
あ
げ
ら
れ
、
鹿
児
島
県
と
鹿
児
島
市
で
協
議
し
、
多
賀
山
と

決
定
し
ま
し
た
。
鹿
児
島
市
の
市
有
地
八
百
九
十
坪
だ
け
で
は
狭
い
の
で
隣
接
民
有
地
を
購
入
し
て
建
設
。
そ
の
配

置
で
は
、
西
に
西
郷
隆
盛
の
墓
、
東
に
東
郷
平
八
郎
の
墓
と
い
う
意
図
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

昭
和
九
年
七
月
十
八
日
、
第
七
高
等
学
校
造
士
館
の
運
動
場
で
斎
場
の
儀
を
行
い
、
そ
こ
か
ら
約
一
時
間
の
行
列

で
歩
い
て
多
賀
山
に
到
着
。
埋
葬
し
墓
標
を
建
て
ま
し
た
。
納
棺
さ
れ
た
遺
髪
は
、
そ
の
と
き
助
役
だ
っ
た
勝
目
清

が
直
接
取
り
扱
っ
て
墓
に
お
さ
め
ま
し
た
。
墓
石
が
完
成
し
た
の
は
昭
和
十
年
四
月
三
十
日
で
す
。

　

戦
後
、
岡
山
市
の
竹
用
氏
が
管
理
し
て
い
た
東
郷
平
八
郎
の
銅
像
を
鹿
児
島
に
引
き
取
る
話
が
も
ち
あ
が
り
、
鹿

児
島
市
と
海
軍
か
も
め
会
の
協
力
で
、
多
賀
山
の
東
郷
元
帥
墓
の
隣
に
移
設
す
る
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た
。
日
本
海

海
戦
か
ら
五
十
年
を
記
念
し
て
、
昭
和
三
十
一
年
（
一
九
五
六
）
五
月
二
十
七
日
に
除
幕
式
を
挙
行
し
ま
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
経
緯
で
、
多
賀
山
に
東
郷
平
八
郎
の
遺
髪
墓
と
銅
像
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
現
在
の
多
賀
山

公
園
の
大
ま
か
な
形
が
で
き
あ
が
り
ま
し
た
。

■
『
林
岳
記
』
を
読
む

　

東
郷
平
八
郎
銅
像
が
建
つ
場
所
の
後
ろ
に
、
装
飾
が
な
く
端
正
な
す
が
た
の
一
つ
の
石
碑
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

『
林
岳
記
』
と
題
さ
れ
た
そ
の
石
碑
に
は
、
一
行
三
十
字
、
三
十
三
行
、
約
一
〇
〇
〇
字
ほ
ど
の
漢
文
の
文
章
が
四

面
に
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
作
者
の
名
が
「
漱
石
」
で
す
。
多
賀
山
の
、
錦
江
湾
を
見
下
ろ
し
桜
島
を
望
遠
す
る

場
所
に
、
約
二
百
年
前
、
詩
人
「
漱
石
」
は
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
桜
島
と
錦
江
湾
を
借
景
と
し
た
庭
園
を
築
い
た
よ

う
な
の
で
す
が
、
今
、
そ
の
庭
園
は
当
時
の
姿
を
残
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
の
「
漱
石
」
が
何
者
な
の
か
も

確
定
さ
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。

　

現
在
は
、
そ
の
「
漱
石
」
の
庭
を
上
書
き
す
る
よ
う
に
、
東
郷
平
八
郎
銅
像
が
た
ち
、
東
郷
平
八
郎
の
碑
や
墓
石

の
た
つ
場
所
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
東
郷
平
八
郎
銅
像
の
裏
側
奥
に
ポ
ツ
ン
と
野
ざ
ら
し
の
『
林
岳
記
』
碑

が
残
っ
て
い
ま
す
。
周
辺
に
は
、
ほ
か
に
庭
園
を
構
成
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
石
鉢
や
ら
石
塔
の
断
片
や
ら
、
樹
齢

二
百
年
近
い
雀
榕
（
ア
コ
ウ
）
の
巨
樹
や
ら
が
、
失
わ
れ
た
庭
の
記
憶
を
残
し
て
い
ま
す
。

　
『
林
岳
記
』
の
本
文
を
書
写
し
た
も
の
に
は
、『
鹿
児
島
市
史
Ⅲ
』（
昭
和
四
十
六
年
、
鹿
児
島
市
）
中
の
「
鹿
児

◀東郷平八郎銅像がある築山と聖将之碑

▼聖将之碑と元帥東郷平八郎墓
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島
の
金
石
文
」
や
、
渡
邊
正
『
薩
摩
の
国
学
』（
昭
和
六
十
一
年
、
黙
遙
社
）、
ま
た
、
平
田
信
芳
が
書
写
し
た
も
の

が
あ
り
ま
す
が
、
遺
漏
や
誤
記
と
思
わ
れ
る
も
の
も
少
な
く
な
く
、
今
回
新
た
に
、
そ
れ
ら
を
参
考
に
し
つ
つ
、
改

め
て
、
異
同
を
確
認
し
、
本
文
を
書
写
し
ま
し
た
。
そ
の
『
林
岳
記
』
全
文
（
漢
文
で
す
）
を
写
真
と
対
照
さ
せ
た

も
の
を
﹇
補
遺
１
﹈
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
ま
っ
さ
ら
な
態
度
で
原
典
に
あ
た
り
た
い
と
い
う
方
は
、
先
に
﹇
補
遺

１
﹈
か
ら
お
読
み
下
さ
い
。

　

し
か
し
、
漢
文
だ
け
で
は
と
っ
つ
き
に
く
い
と
思
わ
れ
ま
す
か
ら
、
ま
ず
は
鹿
児
島
の
「
漱
石
」
さ
ん
の
人
と
な

り
を
知
る
た
め
に
も
、
３
ペ
ー
ジ
ほ
ど
あ
っ
て
少
し
長
く
な
り
ま
す
が
、『
林
岳
記
』
全
文
の
試
訳
を
お
読
み
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

本
来
な
ら
、素
直
に
『
林
岳
記
』
の
書
き
下
し
文
を
掲
載
し
た
ほ
う
が
親
切
か
と
は
思
い
ま
す
が
、筆
者
は
や
ま
っ

気
の
あ
る
性
分
な
の
で
、
こ
こ
で
は
、
中
国
語
の
日
本
語
翻
訳
に
お
い
て
画
期
的
で
あ
っ
た
柴
田
天
馬
の
方
法
に
な

ら
い
、
振
り
仮
名
・
ル
ビ
を
多
用
し
た
方
法
で
訳
を
試
み
ま
し
た
。
柴
田
天
馬
〔
明
治
五
年
（
一
八
七
二
年
）
〜
昭

和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）〕
訳
の
『
聊
斎
志
異
』
は
、
今
読
ん
で
も
目
を
驚
か
す
翻
訳
で
す
。
柴
田
天
馬
訳
の
、

日
本
語
の
特
性
を
活
か
し
た
独
特
の
ル
ビ
、
振
り
仮
名
の
使
用
法
は
、
素
人
が
う
か
つ
に
手
を
出
す
に
は
危
険
な
代

物
で
は
あ
り
ま
す
が
、
柴
田
天
馬
は
鹿
児
島
生
ま
れ
で
郷
土
の
先
輩
で
す
し
、「
神
仙
」
が
登
場
す
る
話
と
い
う
こ

と
も
あ
っ
て
、
縁
も
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
少
な
く
と
も
、
た
た
き
台
ぐ
ら
い
に
は
な
る
か
と
い
う
こ
と
で
、

天
馬
の
へ
た
く
そ
な
模
倣
を
お
こ
な
う
誘
惑
に
抗
し
き
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
ど
な
た
か
折
り
目
正
し
く
軽
快
に
、
漱

石
の
「
現
代
文
」
化
を
試
み
て
く
だ
さ
れ
ば
、
う
れ
し
い
で
す
。

　

柴
田
天
馬
の
父
、
柴
田
圭
三
は
、
奈
良
出
身
で
す
が
、
鹿
児
島
藩
の
通
訳
や
鹿
児
島
造
士
館
の
教
官
を
務
め
た
人

物
で
、
そ
の
関
係
も
あ
っ
て
、
柴
田
天
馬
は
鹿
児
島
生
ま
れ
で
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
異
才
・
柴
田
天
馬
を
出
し
た

と
い
う
こ
と
を
、鹿
児
島
は
も
う
ち
ょ
っ
と
自
慢
し
て
も
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
二
〇
一
二
年
に
出
た『
聊

斎
志
異
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
版
で
は
、
訳
者
・
柴
田
天
馬
先
生
の
著
作
権
利
継
承
者
の
方
と
、
い
ま
だ
連
絡
が
取
れ

て
い
な
い
、
と
あ
り
、
そ
れ
も
ま
た
さ
び
し
い
話
で
す
。

東郷平八郎銅像を頂に置く築山　

その奥に『林岳記』の碑が隠れ

るように佇んでいます。
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林
岳
記

　

東
と
う
ふ
く
の
や
ま
　
た
が
や
ま

福
之
山
は
、
沿う

み
ぞ
い海

に
起た

ち
、
兀

た
か
く
つ
き
で
て立

﹇
き
り
た
つ

﹈﹇

﹈
よ
う
に
し
て
櫻

さ
く
ら
じ
ま嶽

と
相む

か
い
あ對

っ
て
い
る
。
乃あ

ま
り
た
か

甚
髙
く
は
な

い
が
、
そ
の
山
は
則み

ご
と美

で
あ
る
。

靈

ふ
し
ぎ
な
ち
か
らも

有こ
も

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

予
わ
た
し

の
世

だ
い
だ
い
の
い
え

家
は
そ
の
上
に
あ
り
、「
漱
石
」
と
へ
そ
曲
が
り
に
自な

の號
っ
て
い
る
。
甞か

つ

て
風

き
の
や
ま
い病

を
煩
い
、
蒙

あ
た
ま
も
ば
か

蔽
に
な
っ

て
蹇

は
た
ら
き
も
に
ぶ劣

っ
て
き
た
の
で
、絶

さ
か
し
い
こ
と
は
う
ち
す

學
棄
知
て
て
、そ
れ
か
ら
は
意

こ
こ
ろ

を
林し

ぜ
ん岳

に
だ
け
傾
け
た
。
人
は
み
な
「
癖

も
の
ず
き」

と
言
っ
た
。

　

寛
寛
政
九
年（
一
七
九
七
）

政
丁
巳
の
春
の
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と
り
の
老じ
い
さ
ん父
が
忽に
わ
か然
に
や
っ
て
来
て
、
両
手
を
組
ん
で
揖
あ
い
さ
つし
て
言
う
の
で
あ

る
。

　
「
癖

も
の
ず
きで

よ
い
、
癖

も
の
ず
きで

よ
い
。
吾わ

し

も
ま
た
得お

な
か
ま

其
所
じ
ゃ
。
も
と
も
と
山
と
い
う
も
の
は
、
天あ

ま
つ
ち地

の
根

お
お
も
とに

し
て
邦く

に國
の

鎭か
な
めじ

ゃ
。
疲つ

か
れ勞

を
忘
れ
、
紛ご

た
つ
き擾

を
觧と

き
ほ
ぐ
す
。
風

し
を
う
た
う
こ
と

咏
を
樂
し
む
の
も
性

こ
こ
ろ
か
ら
の
も
の

情
じ
ゃ
。
汝

お
ま
え
さ
んも

よ
く
鳥
と
遊
ぶ
じ
ゃ

ろ
…
。」

　

時
は
夜あ

さ
ま
だ
き

將
明
、
残の
こ
り
び

燈
景
も
微ほ
の

か
に
な
る
こ
ろ
あ
い
で
あ
っ
た
。
鳥
あ
さ
を
つ
げ
る
と
り
鵲
が
舎い
え

を
繞め
ぐ

っ
て
鳴
い
て
い
る
。
恍
ぼ
ん
や
り

と
覺め

ざ

め
る
と
寂ひ

っ
そ
り然

と
し
て
無

だ
れ
も
い
な
い

物
。
夢
で
神
仙
と
過
ご
し
た
の
だ
と
知
っ
た
。
そ
う
と
知
っ
て
か
ら
は
、「
癖

も
の
ず
き」

は

さ
ら
に
す
す
ん
で
「

痼

そ
れ
し
か
み
え
な
く」

な
っ
た
。
遂
に
は
、
工に

わ
し人

の
林
清
を
や
と
っ
て
巨お

お
い
し石

を
擧あ

げ
疊か

さ

ね
て
、
峻お

ご
そ
か巖

な

幽か
く
れ
だ
に

谷
原
澤
が
山

こ
ん
も
り
と
も
や

藹
る
狀

す
が
た

に
造
ら
せ
た
。

鬼

こ
の
よ
ば
な
れ
し
た
て
ん
ね
ん

工

を
傚

て
ほ
ん

に
、
遠と

び
か遊

っ
て
い
る
鳥
が
易

き
や
す
いよ

う
に
、
剪く

さ
か
り菜

や
伐え

だ
き
り柯

に

も
惟

て
を
つ
け
な
い
こ
と
に
し
た

不
措
。
ま
た
、
自
ら
竒

め
ず
ら
し
い
い
し

石
を
敷
き
、
徑

ま
が
り
こ
み
ち

曲
に
、
異

み
な
れ
な
い
く
さ

草
を
植
え
、
甘

さ
と
う
き
び蔗

を
か
み
し
め
る
よ
う
に
、
巖
の
間

に
毎
日
、
新
し
い
意

く
ふ
う

を
設
け
た
。
崔

ご
つ
ご
つ
と
つ
ら
な
る
い
わ
や
ま

嵬
層
巒
が
雲
と
霓に

じ

の
上
に
あ
り
、
千ふ

か
い
た
に

仭
幽
谷
は
下
の
よ
う
す
が
か
す
ん
で

見
え
な
い
。
こ
れ
は
都

み
や
こ
び
と盧

の
輕て

す
さ
び趣

で
は
な
い
。
孰だ

れ

が
こ
の
山
に
蹈ふ

み
い
り
、
孰だ

れ

が
こ
の
谷
を
渉わ

た

る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。

　

そ
こ
に
植
え
ら
れ
た
樹
と
い
え
ば
、
松
、
柏
、
梅
、
桃
、
山
櫻
、
枸く

こ子
、
海ざ

く
ろ榴

、
檜

び
ゃ
く
し
ん柏

、
黄つ

げ楊
、
巵く

ち
な
し子

、
躑つ

つ
じ躅

、

丹か
え
で楓

、
椶し

ゅ
ろ櫚

で
あ
る
。
そ
こ
に
植
え
ら
れ
た
艸く

さ

と
い
え
ば
、
芳
蘭
、
秋
菊
、
白し

ら
ん及

、
菖
蒲
、
款ふ

き冬
、
瓦が

し
ょ
う松

、
白ち

が
や茅

、

蘆あ
し

、
萩は

ぎ

で
あ
る
。
郁

か
ぐ
わ
し
く郁

紛さ
き
み
だ
れ

紛
て
、
香
り
は
蜚

と
び
か

い
、
衣
を
襲
う
。

　

恠
き
か
い

な
巖

い
わ
は
だに

は
窟

ほ
ら
あ
なが

あ
り
、
そ
の
窟
の
中
に
寶

と
お
と
い
お
す
が
た

相
を
置
く
。
磴

い
し
ぐ
みの

道
を
數
百
歩
す
す
む
と
蜚た

か

い
塔
が
あ
る
。
塔

の
ま
わ
り
に
は
鐵そ

て
つ樹

が
多
く
蓊さ

か
ん
に
し
げ

鬱
萋
萋
っ
て
石
に
倚よ

り
、
岸
を
覆
っ
て
い
る
。
磴

い
し
ぐ
みの

道
が
盡つ

き
た
と
こ
ろ
に
平
坦

な
地
が
あ
っ
て
、
そ
の
側
に
茅

ち
が
や

と
茨

い
ば
ら

で
結
っ
た
よ
う
な
あ
ず
ま
や
を
建
て
、
遊

あ
し
や
す
め息

の
場
所
と
し
た
。
そ
の
下
に
は
、
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東郷平八郎銅像から見た

雪の日の桜島

千と
お
く
ま
で
あ
お
い
う
み

里
蒼
波
が
茫

は
て
し
な
く茫

ひ
ろ
が
り
、
天
低
く
雲
を
浴
び
る
櫻

さ
く
ら
じ
ま嶽

が
屹
然
と
海
中
か
ら
立
っ
て
い
て
、
お
盆
の
中
に
お
か

れ
た
石
み
た
い
だ
。
府か

ご
し
ま城

は
海
ぞ
い
に
建
ち
、
民
も
十
里
の
幅
に
す
む
。
其そ

の
半
ば
は
舟
船
を
維つ

な

い
で
、
南
か
ら

北
か
ら
一
輻
の
掛
け
軸
を
織
り
な
す
よ
う
に
し
て
、
こ
の
地
を
湊

み
な
と

と
す
る
。
だ
か
ら
都

さ
つ
ま
の
み
や
こ

會
と
な
る
の
だ
。
城
南
の

海
は
淤

と
ど
こ
お

っ
て
灣わ

ん

を
為な

し
て
い
る
。
灣わ

ん

頭
は
洲
と
為な

っ
て
、
潮
勢
に
隨
う
。
或
い
は
隠
れ
し
て
或
い
は
見
え
し
て
、

灑き
よ
め
ら
れ
た

然
よ
う
に
斜
め
に
出
て
い
る
。
松
林
が
欝

こ
ん
も
りと

茂
る
洲
の
渚

な
ぎ
さ

に
臨
ん
で
建
っ
て
い
る
の
は
南な

ん
り
ん林

の
刹て

ら

で
あ
る
。

　

大お
お
す
み隅

の
垂た

る
み
ず水

、
高た

か
く
ま隈

、
新

し
ん
じ
ょ
う城

、
□福

□山

が
、
嶽

さ
く
ら
じ
まの

左
腋わ

き

に
環わ

を
な
し
て
列つ

ら

な
り
、
海
に
沿
っ
て
霞

か
す
み

が
駮

ま
だ
ら

に
雲
が
蔚

も
こ
も
こ

と
數
百
里
の
間
を
綿
連
と
つ
づ
い
て
南
の
圻

さ
か
い

ま
で
行
く
。
南
の
い
ち
ば
ん
遠
く
に
屹
然
と
し
て
天
に
表
れ
る
の
が

海か
い
も
ん
の
み
ね

門
峯
で
あ
る
。
近
衞
藤
公
が
「
薩
摩
が
た
波
の
上
な
る
う
つ
ぼ
島
こ
れ
や
筑
紫
の
富
士
と
い
ふ
ら
む
」
と
歌
に
咏よ

ん
だ
筑
紫
富
士
と
い
う
峰
は
こ
れ
で
あ
る
。
以
上
が
、
こ
こ
か
ら
の
な
が
め
の
大お

お
よ
そ觀

で
あ
る
。

　

杪
ふ
ゆ
の
す
え冬

の
雪
の
晨

あ
け
ぼ
の、

三は

る春
の
花
の
夕

ゆ
う
べ

、
心

こ
こ
ろ
の
う
ち

腸
を
霞

か
す
み

の
外
に
暢の

び

や
か
に
し
て
、
營た

ま
し
い魄

は

凝

こ
お
り
か
た
ま

っ
た
霜
が
日
に
曝さ

ら

さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
陰く

も

っ
て
も
晴
れ
て
も
景

け
し
き

が
更か

わ
り
。
節

し
き
お
り
お
り

物
に
異あ

じ
わ
い風

が
あ
る
。
空
か
ら
群

せ
ん
に
ん
た
ち

仙
だ
っ
て
降
り
て
く

る
だ
ろ
う
。
俊さ

い
し良

と
も
會あ

え
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
。
獨ひ

と

り
從ゆ

っ
た
り容

と
し
て
自
ら
適た

の

し
み
、
縦

ほ
し
い
ま
ま意

す
る
こ
と
は
、

遊め
ぐ
り
も
と
め
て
賞
知
っ
た
玄
ふ
か
い
ち
し
き
覧
か
ら
佳ふ
ぜ
い趣
を
得
る
の
と
変
わ
り
な
く
、
神
せ
ん
に
ん
た
ち
仙
も
ま
た
そ
の
情ま
ご
こ
ろ素
に
さ
か
ら
え
ず
、
ま
し
て
人
さ
い
し

な
ら
ば
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。

　

偶
あ
る
ひ

の
こ
と
で
あ
る
。
客
が
有
っ
て
、
嚴

こ
わ
い
か
お然

し
て
、
其

わ
が
も
の
ず
き

癖
を
責
め
て
言
う
の
だ
。

　
「
吾あ

な
た子

は
微

ち
っ
ぽ
け
な
そ
ん
ざ
い

躬
を
宇こ

の
よ内

に
存
し
、
性い

の
ち命

を
邦く

ん
し
ゅ君

か
ら
保
た
れ
、
髪か

ら
だ膚

を
父
母
か
ら
承
け
た
恩
が
あ
る
。

層か
さ
な
る
や
ま
や
ま

巒
を
蹈ふ

む
も
髙
い
と
せ
ず
、
幽
谷
を
渉わ

た

る
も
翻か

え

っ
て
淺あ

さ

い
と
す
べ
き
だ
。

吾あ
な
た子

は
よ
く
分
か
っ
て
い
る
の
か
、
な
に
ゆ
え
に
人
が
德
に
報む

く

い
る
と
い
う
こ
と
を
。

恭ま
じ
め
に
つ
と

勤
め
て
倦う

む
こ
と
な
く
、
螢

ほ
た
る
や
ゆ
き
あ
か
り

雪
で
書
を
照
ら
す
の
は
、
學
に
務つ

と

め
る
た
め
だ
。

窮こ
ん
き
ゅ
うで

も
達

え
い
た
つで

も
介

み
さ
お

を
持
ち
、
昭

ひ
か
り

で
も
冥や

み

で
も
節

れ
い
せ
つを

易か

え
な
い
の
は
、
天
を
敬

う
や
ま

う
た
め
だ
。

諫く
ん
し
ゅ
を
い
さ
め

路
る
荊

い
ば
ら

と
榛

は
し
ば
みを

闢ひ
ら

き
、
英

す
ぐ
れ
た
も
のを

延の

ば
し
俊

ひ
い
で
た
も
のを

擧あ

げ
、
進

み
の
ふ
り
か
た

退
で
國
を
以お

も

い
憂う

れ

い
を
為な

す
の
は
、
君

く
ん
し
ゅに

事つ
か

え
る

た
め
だ
。

暑
い
と
き
に
扇
や
枕

す
ず
し
い
し
ん
ぐ

簟
を
そ
な
え
、
風あ

ら
し雷

の
と
き
も
塋は

か

を
護ま

も

る
の
は
、
親
に
報
い
る
た
め
だ
。

ど
う
し
て
ま
た
、
知ち

え

を
棄す

て
學

が
く
も
んを

絶た

つ
な
ど
と
、
う
そ
ぶ
い
て
い
ら
れ
る
の
だ
。

林
岳
に
だ
け
耽ふ

け

る
と
い
う
こ
と
は
、
愚ば

か

の
一

ま
じ
り
け
な
し

如
と
い
う
も
の
で
、
そ
れ
を
甚

こ
じ
ら
せ
たの

か
。

た
し
か
に
、
後
漢
の
陳ち

ん
ば
ん蕃

は
、
ひ
と
り
の
賢
士
に
し
か
榻

ね
い
す

を
下

よ
う
い

せ
ず
に
、
ほ
か
を
賓

お
き
ゃ
くと

し
て
接
待
し
な
か
っ
た
。
斉
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の
詩
人
、
謝

し
ゃ
ち
ょ
う朓

の
門

な
か
ま

に
な
る
こ
と
を
窺の

ぞ

ま
ず
に
、
詩
を
賦ふ

す
こ
と
も
で
き
ま
い
。

雖そ
う
だ
と
し
て
も

然
、
石
は
餐

ご
ち
そ
うと

す
る
こ
と
は
で
き
な
し
、
樹
は
羮

に
こ
み

に
す
る
こ
と
も
難
し
い
。

落お
ち
ば葉

を
綴
っ
て
裳

き
も
の

を
制つ

く

る
の
か
。

青
い
苔こ

け

を
被
り
衾

ふ
と
ん

を
易
す
の
か
。

風な
が
め煙

に
飽
き
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
月つ

き
か
げ色

を
看み

る
に
愈

い
よ
い

よ
寒
く
な
る
ぞ
。
躬

わ
が
み

を
安ぐ

う
た
ら逸

に
し
て
、
林
岳
に
思
い
を

馳は

せ
る
だ
け
で
、
い
っ
た
い
何
に
な
る
。

凍う

え餒
の
備
え
は
ど
う
す
る
の
か
。」

　

遣お
し
か
り責
か
ら
移し
ば
ら
く時
し
て
、
予
わ
た
し
は
笑
っ
て
答
え
た
。

　
「
杜杜

預氏
の
癖

れ
き
し
ず
きで

さ
え
人
は

非

か
ん
し
ん
し
な
いと

い
う
。
ま
し
て
や
山
林
癖ず

き

と
い
っ
た
ら
。

噫あ

あ呼
、
知
者
は
水
を
樂
し
み
、
仁
者
は
山
を
樂
し
む
と
『
論
語
』
で
も
い
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

そ
れ
で
山
林
を
樂
し
み
と
し
て
い
る
の
だ
。

予わ
た
しは

敢あ

え
て
漱
石
と
い
う
號ご

う

を
晉
の
孫そ

ん
そ楚

の
言
い
間
違
い
を
強
弁
し
た
故
事
か
ら
取
っ
て
は
い
る
が
、
謬

あ
や
ま
りで

謬
を
傳つ

た

え
、
蒙
お
ろ
か
さに
蒙
を
か
さ
ね
、
蔽
ひ
た
か
く
しに
蔽
を
か
さ
ね
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

然し
か
るに

、
夢
で
神
仙
と
遇あ

っ
た
と
は
、
一
つ
の
「
偉

お
お
き
な
こ
と」

だ
。

き
み
の
よ
う
な
君
子
か
ら
大
論
を
聞
く
の
は
一
つ
の
「

益

た
め
に
な
る
こ
と」

だ
。

脚あ
し
も
と下

に
山
岳
が
あ
っ
て
千せ

ん
り
は
る
か

里
之
外
に
江か

わ

と
海
を
観み

る
の
は
一
つ
の
「

絶

こ
た
え
ら
れ
な
い
こ
と」

だ
。

蓋け
だ

し
、
林
岳
と
い
う
一
つ
の
癖

も
の
ず
きか

ら
そ
の
三
つ
を
得
る
と
い
う
の
も
、
是こ

れ

ま
た
一
つ
の
「
竒

ふ
し
ぎ

」
で
は
な
い
か
。

こ
の
四
事
を
合
わ
せ
て
、
一
つ
の
「
玄

お
し
え

」
と
す
る
。

若と
い
う
こ
と
な
ら
ば

夫
、
富か

ね
も
ち貴

が
營せ

っ
せ營

と
世
の
利
に
奔か

け
ま
わ走

っ
て
い
る
が
、
其そ

の
所き

ぐ
ろ
う勞

を
知
ら
な
い
で
、
疲つ

か
れ勞

を
忘
れ
、
紛ご

た
つ
き擾

を
觧と

き
ほ
ぐ
す
に
か
ぎ
る
。
風し

を
よ咏

ん
で
樂
し
み
と
す
る
の
は
性

ね
っ
か
ら
の
こ
と

情
な
の
だ
。」

享享
和
三
年（
一
八
〇
三
）

和
癸
亥
春
三
月
、
漱
石
が
自
ら
記
を
為な

し
て
、
石
に
書
し
た
。
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三　

漱
石
の
庭

　

■
詩
人
・
向
井
友
章

　
『
鹿
児
島
市
史
Ⅲ
』（
昭
和
四
十
六
年
）
の
「
鹿
児
島
の
金
石
文
」
に
集
録
さ
れ
て
い
る
碑
文
で
は
、
山
本
正
誼
や

五
代
秀
堯
が
撰
し
た
も
の
に
、
折
り
目
正
し
い
魅
力
を
感
じ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
「
り
っ
ぱ
な
も
の
」
ば
か
り
で
、

正
直
言
っ
て
、
改
め
て
漢
文
を
読
み
解
こ
う
と
駆
り
立
て
る
よ
う
な
面
白
味
に
欠
け
て
い
ま
す
。
脱
俗
趣
味
を
感
じ

ら
れ
る
碑
文
は
少
な
く
、
そ
う
い
う
意
味
で
も
『
林
岳
記
』
は
、
鹿
児
島
の
金
石
文

の
な
か
で
も
異
色
の
存
在
の
ひ
と
つ
で
す
。
試
訳
か
ら
も
「
幕
末
の
志
士
」「
薩
摩

隼
人
」と
い
っ
た
鹿
児
島
人
像
と
は
、違
っ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
姿
が
浮
か
び
あ
が
っ

て
こ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
『
林
岳
記
』
の
概
要
は
、「
寛
政
丁
巳
之
春
」
＝
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
に
漱
石

さ
ん
が
夢
で
神
仙
と
会
っ
た
こ
と
か
ら
、
造
園
に
の
め
り
こ
み
、
そ
の
顚
末
を
「
享

和
三
年
春
癸
亥
」
＝
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
に
漱
石
さ
ん
が
自
ら
記
し
て
石
に
刻

ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
約
二
百
年
前
の
「
漱
石
」
は
何
者
か
と
い
う
と
、
ま
だ
確
定
さ
れ
て
は
い
ま

せ
ん
。
漱
石
の
林
岳
記
に
つ
い
て
の
ほ
ぼ
唯
一
の
論
考
と
言
っ
て
い
い
「
林
岳
記
―

鹿
児
島
に
も
漱
石
が
い
た
―
」（『
薩
摩
の
国
学
』
収
録
、
昭
和
六
十
一
年
、
黙
遙
社
）

の
渡
邊
正
は
、
向
井
友
章
と
い
う
人
物
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
ま
す
。

　

向
井
友
章
は
、
名
は
甫
、
字
は
達
夫
、
通
称
源
五
左
衛
門
、
賀
山
ま
た
滄
浪
と
号

し
た
鹿
児
島
の
漢
詩
人
で
す
。
賀
山
と
号
し
た
よ
う
に
、
一
八
〇
〇
年
前
後
、
多
賀

山
周
辺
の
清
水
町
に
住
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
壬
申
十
月
、

五
十
四
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。

◀『林岳記』正面　鹿児島の反田土

（たんたど）石で作られています。

幅 39cm、奥行 27.5cm、高さ 114cm

の小ぶりな石碑です。一行三十字で

三十三行、石碑の四面に、内容と違っ

て奇に走ることなく誠実な字で刻ま

れています。
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向
井
友
章
は
江
戸
の
昌
平
黌
に
七
年
間
学
び
、
帰
鹿
後
は
島
津
重
豪
の
設
立
す
る

吉
野
の
薬
草
園
に
か
か
わ
っ
た
り
奄
美
大
島
に
派
遣
さ
れ
た
り
し
た
よ
う
で
す
。
官

と
し
て
の
目
立
っ
た
記
録
は
あ
り
ま
せ
ん
。
病
気
で
官
職
を
あ
っ
さ
り
辞
め
、
私
塾

と
い
う
か
た
ち
で
漢
学
を
教
え
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
『
楚
辞
』
の
何
事
も
流
れ
に
ま
ま
に
と
い
う
滄
浪
歌
か
ら
取
っ
た
と
思
わ
れ
る
号

が
示
す
よ
う
に
、
中
国
古
典
に
傾
倒
し
た
、
ま
っ
た
く
の
詩
文
の
人
で
す
。
島
津
重

豪
の
治
世
下
、
ど
こ
か
駘
蕩
と
し
た
時
代
の
詩
人
で
す
。

　

渡
邊
正
は
、『
林
岳
記
』
だ
け
に
名
前
が
残
る
謎
の
人
物
「
漱
石
」
が
向
井
友
章

で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
理
由
と
し
て
、
①
友
章
が
多
賀
山
（
東
福
の
山
）
麓
に
住

ん
で
い
た
こ
と
。
②
林
岳
記
の
年
代
と
友
章
の
生
存
時
が
合
う
こ
と
。
③
林
岳
記
に

は
植
物
の
こ
と
が
詳
し
い
が
、
友
章
は
薬
園
の
奉
行
を
つ
と
め
た
こ
と
が
あ
る
。
④

林
岳
記
に
は
漱
石
は
「
風
病
」
を
患
っ
て
馬
鹿
に
な
り
、
学
問
を
捨
て
た
と
あ
る
。

「
風
病
」
は
普
通
「
気
ち
が
い
」「
中
風
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
ん
な
人
物
に
林
岳

記
の
よ
う
な
立
派
な
文
章
が
書
け
る
か
ど
う
か
甚
だ
疑
問
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
く
さ
い
。
当
時
「
風

鈴
病
」
と
よ
ば
れ
た
、
気
の
向
か
な
い
こ
と
に
は
無
愛
想
で
、
人
の
相
手
に
な
ら
な
い
極
端
な
「
天
気
屋
」
の
譬
喩

で
は
な
い
か
、
と
し
て
い
ま
す
。
以
上
の
四
つ
か
ら
「
漱
石
」
が
向
井
友
章
で
は
な
い
か
と
推
論
す
る
一
方
で
、「
研

究
の
結
果
、
友
章
が
漱
石
だ
と
い
っ
た
私
の
推
論
が
た
と
い
噴
飯
物
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
私
は
一
向
か
ま
わ
な
い

の
で
あ
る
」
と
し
て
、
確
信
を
も
っ
て
「
友
章
＝
漱
石
」
を
唱
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
う
か
が
え
ま
す
。

　

確
か
に
、
こ
れ
ら
の
論
拠
を
含
め
『
林
岳
記
』
本
文
の
内
容
と
も
合
致
す
る
よ
う
な
経
歴
で
す
の
で
、
向
井
友
章

は
「
漱
石
」
の
候
補
者
と
し
て
申
し
分
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
い
ち
ば
ん
疑
問
に
思
わ
れ
る
問
題
点
は
、
城
東
一
の
風
景
で
知
ら
れ
、
鹿
児
島
八
景
の
一
つ
に
も
数
え

ら
れ
、
島
津
家
の
鹿
児
島
市
域
進
出
の
最
初
の
拠
点
と
な
っ
た
古
城
で
あ
る
多
賀
山
・
東
福
寺
城
に
庭
を
つ
く
る
と

い
う
こ
と
は
、
街
い
ち
ば
ん
の
名
所
に
庭
を
つ
く
る
よ
う
な
も
の
で
、
向
井
友
章
が
庭
を
つ
く
る
場
所
と
し
て
は
、

あ
ま
り
に
場
所
が
良
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

◀『林岳記』碑が置かれた位置から

東郷平八郎銅像をのぞむ

▼『林岳記』左面
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■
さ
つ
ま
の
漢
文
脈

　

新
薩
藩
叢
書
に
向
井
の
文
章
と
詩
を
集
め
た
『
滄
浪
遺
稿
』
と
『
滄
浪
詩
集
』
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
『
滄

浪
遺
稿
』『
滄
浪
詩
集
』
に
は
、『
林
岳
記
』
や
漱
石
に
関
係
す
る
よ
う
な
記
述
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。『
滄
浪
遺
稿
』

と
『
滄
浪
詩
集
』
を
編
集
し
た
の
は
向
井
の
弟
子
の
新
納
時
升
で
す
。
新
納
時
升
は
清
水
町
に
あ
っ
た
本
立
寺
の
東

隣
に
住
ん
で
い
た
よ
う
な
の
で
、
多
賀
山
の
ご
近
所
で
す
。
新
納
時
升
は
、
調
所
広
郷
の
政
策
に
反
対
し
た
り
、
お

由
羅
騒
動
に
も
連
座
し
て
徳
之
島
遠
島
に
な
っ
た
り
も
し
ま
す
が
、
後
に
藩
校
造
士
館
助
教
と
な
っ
た
気
骨
あ
る
人

物
で
す
。『
滄
浪
遺
稿
』
と
『
滄
浪
詩
集
』
は
す
べ
て
漢
文
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

余
談
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
江
戸
時
代
の
武
士
た
ち
が
自
分
の
感
情
を
表
現
す
る
ツ
ー
ル
と
し
て
、
漢
詩

を
選
択
し
た
と
い
う
光
景
は
、
現
在
の
目
か
ら
見
る
と
、
や
は
り
変
な
感
じ
を
否
め
ま
せ
ん
。

　

武
士
階
層
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
人
男
子
は
、
一
九
〇
〇
年
頃
ま
で
、
儒
教
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
の
思
想
を
自

ら
の
行
動
原
理
の
骨
格
と
し
、
中
国
の
詩
形
式
で
自
ら
の
感
懐
を
表
現
し
て
き
ま
し
た
。
翻
訳
で
な
く
、
漢
文
で
読

み
、
漢
文
で
書
き
、
そ
こ
に
返
り
点
や
書
き
下
し
文
と
い
う
日
本
独
自
の
工
夫
も
加
わ
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
あ
く

ま
で
漢
文
で
思
考
す
る
人
た
ち
で
し
た
。
た
だ
中
国
語
で
会
話
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
求
め
ら
れ
せ
ん
。
そ
の
漢
文

は
、
基
本
的
に
日
本
人
と
日
本
人
と
の
間
で
使
わ
れ
る
中
国
語
だ
か
ら
で
す
。
ひ
と
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、
封
建
制

社
会
で
は
、
各
藩
の
言
語
的
独
立
性
が
強
く
、
薩
摩
の
人
間
と
江
戸
の
人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
の
お
国
言
葉
で
会
話
す
る

よ
り
、
漢
文
・
漢
詩
を
使
っ
た
方
が
共
通
の
理
解
が
得
ら
れ
や
す
い
と
い
う
面
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

国
語
は
日
本
語
だ
と
い
う
近
代
的
思
考
が
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
る
身
か
ら
す
る
と
、
日
本
人
が
日
本
人
に
気

持
ち
を
伝
え
る
た
め
に
漢
文
・
漢
詩
を
つ
く
る
と
い
う
光
景
は
や
は
り
異
様
な
の
で
す
が
、
現
代
で
も
多
国
籍
な
活

動
を
す
る
企
業
で
は
、
社
内
言
語
が
英
語
に
な
る
な
ど
、
風
向
き
は
ま
た
変
わ
っ
て
い
く
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ

れ
で
も
、
こ
れ
か
ら
英
語
が
支
配
的
に
な
っ
て
い
く
と
し
て
も
、
日
本
人
が
日
本
人
に
対
し
て
自
分
の
感
情
を
表
現

す
る
た
め
に
英
語
で
詩
を
書
く
と
い
う
光
景
は
、
想
像
し
に
く
い
こ
と
に
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
対
し
て
、

例
え
ば
、
武
士
の
鑑
と
も
い
う
べ
き
存
在
の
西
郷
隆
盛
が
自
分
の
感
情
を
吐
露
で
き
た
ツ
ー
ル
が
、
や
ま
と
こ
と
ば

の
和
歌
で
は
な
く
、
漢
詩
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
武
士
と
い
う
存
在
を
知
る
た
め
に
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
前

提
に
な
り
ま
す
。
一
九
〇
〇
年
以
前
の
日
本
を
読
み
取
る
に
は
、
あ
る
階
層
の
日
本
人
に
と
っ
て
漢
文
脈
が
骨
の
髄

ま
で
し
み
こ
ん
で
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
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と
は
い
え
、『
滄
浪
遺
稿
』
と
『
滄
浪
詩
集
』
を
は
じ
め
と
す
る
、
近
代
以
前
の
日
本
人
の
漢
文
テ
キ
ス
ト
は
、

日
本
人
が
日
本
語
を
読
み
書
き
す
る
と
い
う
近
代
環
境
で
は
、
難
物
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
先
人
の
貴
重
な

知
恵
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
な
が
ら
、漢
文
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
気
軽
に
ア
ク
セ
ス
し
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
中
国
古
代
に
あ
こ
が
れ
て
、
文
章
は
秦
・
漢
を
理
想
と
し
、
詩
は
唐
に
学
ぶ
の
て
い
の
、
模
倣
的
な
テ

キ
ス
ト
な
ら
、
も
は
や
無
用
の
長
物
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
な
ら
ば
、
中
国
の
古
典
を
読
ん
だ
方
が
、
は
る
か
に
有

効
な
時
間
の
使
い
方
に
な
り
ま
す
。
近
代
以
前
の
日
本
人
の
漢
文
の
、
現
代
に
再
利
用
可
能
な
面
を
考
え
る
と
し
た

ら
、
例
え
ば
、
簡
単
な
と
こ
ろ
で
は
日
本
の
地
名
な
ど
固
有
名
詞
の
記
載
が
あ
れ
ば
、
地
域
の
歴
史
的
描
写
表
現
を

豊
か
に
す
る
と
い
う
点
で
、
ま
だ
取
っ
掛
か
り
に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

向
井
友
章
の
文
章
で
は
、
自
分
の
体
験
を
記
述
し
た
も
の
が
、
や
は
り
面
白
く
読
め
ま
す
。
鹿
児
島
県
北
部
の

矢や
は
ず
だ
け

筈
岳
に
登
り
、
そ
こ
か
ら
の
眺
め
を
描
写
し
た
「
登
箭
筈
嶽
記
」、
栗
野
で
見
つ
け
た
石
炭
の
話
「
炭
化
石
記
」、

家
の
床
下
に
狸
が
あ
ら
わ
れ
、
家
人
が
そ
れ
を
捕
ま
え
て
煮
て
食
べ
た
話
「
記
家
人
獲
狸
事
」
な
ど
、
こ
う
し
た
も

の
を
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
残
し
て
く
れ
れ
ば
、
日
本
製
漢
文
で
あ
っ
て
も
可
能
性
が
広
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

　

向
井
の
文
章
や
詩
に
使
わ
れ
た
鹿
児
島
の
地
名
に
は
、小
琉
球
（
奄
美
の
こ
と
）・
瓊
浦
・
重
富
・
垂
水
・
濱
平
・
崎
陽
・

硫
黄
谷
・
伊
水
・
中
山
（
琉
球
の
こ
と
）・
霧
岳
温
泉
・
櫻
峰
・
西
橋
・
鹿
屋
・
根
占
・
米
津
（「
米
津
八
景
」
を
詠
っ

て
い
ま
す
）・
琉
球
・
山
川
・
田
布
施
・
金
峰
山
・
冷
水
・
箭
筈
岳
・
露
温
泉
・
龍
郷
・
鬼
界
・
覺
照
山
・
錦
鏡
池
・

芳
野
・
垂
城
・
本
府
・
谷
山
・
龍
門
水
・
加
世
田
・
頴
娃
・
屋
久
島
・
鶴
丸
山
・
栗
野
な
ど
が
あ
り
、
地
域
性
と
い

う
観
点
か
ら
の
読
み
直
し
が
可
能
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
家
や
場
所
の
名
前
に
、
国
香
館
・
嘯
嗷
亭
・
考
槃
亭
・
緑
陰
亭
・
滄
浪
亭
・
梅
山
新
館
・
臨
海
亭
・
餐
霞

亭
・
明
霞
園
・
松
月
亭
・
觀
魚
亭
・
寵
光
亭
・
桃
源
亭
・
觀
潮
楼
・
仙
巌
・
鶴
江
楼
・
嘯
風
楼
・
國
香
園
・
種
玉
亭
・

栖
鶴
亭
・
清
風
館
な
ど
が
あ
り
、
そ
う
し
た
名
前
の
家
や
店
の
あ
る
街
の
す
が
た
を
思
い
浮
か
べ
る
と
、
確
か
に
詩

趣
は
あ
り
ま
す
。

　

向
井
の
文
章
や
詩
で
は
、
人
の
名
前
の
表
し
方
も
中
国
風
に
徹
底
し
て
い
て
、
例
え
ば
米
良
則
文
子
經
な
ら
「
米

子
經
」、
新
納
時
升
伯
剛
な
ら
「
新
伯
剛
」
と
中
国
風
に
三
文
字
で
表
す
な
ど
、
呆
れ
る
く
ら
い
の
徹
底
ぶ
り
で
す
。

貴
公
子
を
あ
ら
わ
す
「
公
子
」
た
ち
の
存
在
も
注
目
で
す
。
向
井
の
文
章
や
詩
に
登
場
す
る
の
は
、
都
之
城
君
・
宮

城
公
子
・
尚
綗
公
子
・
豫
（
予
）
章
公
子
・
南
林
照
公
・
興
国
鱗
公
・
栢
梁
公
子
・
奉
謝
公
子
・
大
邦
公
子
・
錦
水



13

SWALLOW-DALE  02



14

2012年 10月

公
子
・
重
城
公
子
ら
で
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
島
津
家
の
人
々
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

■
豫
（
予
）
章
公
子
と
栢
梁
公
子

　

向
井
友
章
の
詩
に
登
場
す
る
場
所
と
人
物
の
組
み
合
わ
せ
で
、
興
味
深
い
組
み
合
わ
せ
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
詩
の

題
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
み
ま
す
。

　
　
「
春
日
同
山
口
町
田
二
助
教
遊
東
福
別
荘
」

　
　
「
東
福
城
席
上
示
上
客
鶴
鳴
」

　
　
「
初
春
聞
豫
章
公
子
信
宿
東
福
別
荘
」

　
　
「
陪
栢
梁
公
子
遊
東
福
山
」

　
　
「
陪
栢
梁
君
遊
東
福
山
時
鶴
鳴
亦
従
」

　

多
賀
山
の
「
東
福
別
荘
」
に
「
豫
章
公
子
」
と
「
栢
梁
公
子
」
が
登
場
し
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
時
代
を
す
こ
し
下
っ
て
、『
旧
薩
藩
御
城
下
絵
図
』（
鹿
児
島
県
立
図
書
館
、
平
成
十
三
年
）
を
も
と
に

塩
満
郁
夫
・
友
野
春
久
が
編
集
し
た
『
鹿
児
島
城
下
絵
図
散
歩
』（
高
城
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）
を
参
考
に
し
て
、

天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
と
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
の
多
賀
山
周
辺
の
居
住
者
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

13
ペ
ー
ジ
の
地
図
で　
　
　
　

で
マ
ー
キ
ン
グ
し
た
部
分
が
漱
石
の
庭
園
で
、
現
在
、
東
郷
平
八
郎
墓
地
や
銅
像
所

在
地
に
あ
た
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
で
い
え
ば
、
漱
石
の
庭
園
の
東
側
の
山
の
下
に
島
津
安
芸
殿
下
屋
敷
が
あ
り
、
北
側

に
島
津
讃
岐
殿
下
屋
敷
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
の
島
津
安
芸
殿
は
今
和
泉
島
津
家
の
十
代
目
当
主
、
島
津
忠た

だ
た
け剛

。
篤

姫
の
実
の
お
父
さ
ん
で
す
。
そ
し
て
、
島
津
讃
岐
殿
は
、
垂
水
島
津
家
十
三
代
目
当
主
、
島
津
貴た

か
の
り典

で
す
。
垂
水
島

津
家
の
下
屋
敷
が
『
林
岳
記
』
の
碑
が
あ
る
場
所
に
接
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
向
井
と
は
ま
た
別
の
詩
人
の
名

を
「
漱
石
」
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
な
る
非
常
に
重
要
な
事
実
に
な
り
ま
す
。

　

余
談
に
な
り
ま
す
が
、
島
津
讃
岐
殿
下
屋
敷
と
そ
の
隣
の
良
英
寺
の
あ
た
り
に
は
、
一
九
六
〇
年
代
ま
で
鹿
児
島

県
知
事
の
官
舎
が
あ
り
ま
し
た
。
な
が
ら
く
放
置
さ
れ
た
あ
と
、
公
売
に
出
さ
れ
、
購
入
者
が
整
地
し
よ
う
と
し
た

と
こ
ろ
百
二
十
基
を
超
え
る
墓
石
や
遺
骨
が
出
て
き
て
問
題
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
現
在
石
橋
公
園
に
な
っ
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て
い
る
祇
園
之
洲
に
は
、
西
南
戦
争
時
の
官
軍
の
墓
地
が
あ
っ
て
、
一
三
〇
〇
基
を
超
え
る
墓
が
並
ん
で
い
た
と
い

い
ま
す
が
、
現
在
は
「
西
南
の
役
官
軍
戦
没
者
慰
霊
塔
」（
昭
和
五
十
二
年
建
立
）
に
合
祀
さ
れ
て
い
ま
す
。

　　

話
を
「
豫
章
公
子
」
と
「
栢
梁
公
子
」
に
戻
す
と
、
二
人
と
も
垂
水
島
津
家
の
人
物
で
す
。
豫
章
公
子
は
、
垂
水

島
津
家
第
十
代
、　

島
津
貴た

か
す
み澄

で
、元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
に
生
ま
れ
、文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）、垂
水
で
亡
く
な
っ

て
い
ま
す
。
豫
章
は
楠
の
木
の
別
称
で
、
雅
号
で
す
。
栢
梁
公
子
は
垂
水
島
津
家
第
十
一
代
、
島
津
貴た

か
し
な品

で
す
。
宝

暦
七
年
（
一
七
五
七
）
に
生
ま
れ
、
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
に
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
栢
梁
は
、
漢
の
武
帝
が

柏
の
木
で
つ
く
っ
た
御
殿
の
こ
と
で
、
雅
号
で
す
。
13
ペ
ー
ジ
の
地
図
で
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
に
、
天
保
十
三

年
の
島
津
讃
岐
殿
と
同
じ
場
所
に
下
屋
敷
が
あ
る
末
川
近
江
は
、
垂
水
島
津
家
の
分
家
、
末
川
家
の
当
主
で
、
薩
摩

藩
の
家
老
を
つ
と
め
た
垂
水
島
津
家
ゆ
か
り
の
人
物
で
す
。

　

垂
水
島
津
家
は
、
島
津
一
門
四
家
の
ひ
と
つ
で
、
鹿
児
島
の
対
岸
、
大
隅
半
島
の
垂
水
で
一
万
八
千
石
を
治
め
て

い
ま
し
た
。
島
津
家
当
主
の
子
が
養
子
に
入
る
例
が
多
く
、
第
九
代
島
津
貴た

か
と
も儔

は
、
藩
主
島
津
吉
貴
の
第
二
子
、
第

十
代
島
津
貴た

か
す
み澄

は
藩
主
島
津
吉
貴
の
第
五
子
で
す
。

　

島
津
貴た

か
す
み澄

は
、
鹿
児
島
で
、
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
島
津
重
豪
が
藩
校
の
造
士
館
を
開
い
た
の
に
続
き
、
安
永

五
年
（
一
七
七
六
年
）、
垂
水
に
邑
校
・
文
行
館
を
設
立
し
、
藩
内
外
を
問
わ
ず
優
秀
な
学
者
を
ま
ね
い
て
文
教
政

策
を
進
め
ま
し
た
。
向
井
友
章
も
そ
の
ひ
と
り
で
す
。

　

貴
澄
の
治
世
の
間
、
桜
島
で
安
永
の
大
噴
火
が
起
こ
り
、
そ
の
対
策
に
は
苦
心
し
た
よ
う
で
す
が
、
貴
澄
の
治
世

の
垂
水
で
は
、
漢
詩
と
和
歌
の
あ
る
種
の
文
藝
ル
ネ
サ
ン
ス
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
貴
澄
は
、
ほ
ん
と
う
に
詩
文
を

愛
し
た
人
物
で
、
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
詩
集
『
廢は

い
ろ
く簏

詩
稿
』
三
巻
を
残
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
新
薩
藩
叢
書
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
貴
澄
の
家
臣
た
ち
も
詩
を
好
く
し
、
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
そ
れ
を

ま
と
め
た
『
垂す

い
ゆ
う邑

詩
集
』
三
巻
も
編
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
垂
水
島
津
家
九
代
島
津
貴た

か
と
も儔

の
庶
子
、
定
救
（
周
山
）
は
分
家
し
て
、
末
川
家
を
名
乗
る
こ
と
に
な
る
の

で
す
が
、
周
山
は
和
歌
を
愛
し
、
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
周
山
の
編
集
で
、
垂
水
の
古
今
の
和
歌
を
集
め
た
『
浪

の
下
草
』（
一
一
五
〇
首
を
収
録
）
が
ま
と
め
ら
れ
ま
す
。
収
録
作
者
数
は
八
十
二
名
（
う
ち
女
性
十
一
名
）
を
数

え
ま
す
。
続
編
も
つ
く
ら
れ
、天
保
六
年
（
一
八
三
五
）、垂
水
島
津
家
家
老
の
伊
集
院
兼
愷
が
編
ん
だ
『
浪
の
藻
屑
』

に
は
二
〇
〇
〇
首
を
収
録
し
て
い
ま
す
。

かつて庭園を構成していたものの断片
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島
津
貴た

か
す
み澄

の
『
廢は

い
ろ
く簏

詩
稿
』
に
収
め
ら
れ
た
詩
の
題
に
も
、
多
賀
山
の
「
東
福
山
別
業
」
が
登
場
し
ま
す
。

　
　
「
春
日
東
福
山
別
業
迎
鶴
山
公
子
」

　
　
「
秋
日
東
福
山
別
業
忝
迎
尊
駕
見
賜
玉
章
賦
此
奉
謝
」

　
　
「
東
福
山
別
業
迎
鶴
山
公
子
及
諸
君
得
侵
韻
」

　
　
「
東
福
山
別
業
和
故
人
韻
」

　

島
津
貴た

か
す
み澄

が
垂
水
か
ら
鹿
児
島
に
来
た
と
き
、
多
賀
山
の
「
東
福
山
別
業
」
で
過
ご
し
た
こ
と
に
間
違
い
は
な
い

よ
う
で
す
。

　
『
垂
水
市
資
料
集　

六
』（
垂
水
市
教
育
委
員
会
、昭
和
六
十
年
）

に
収
録
さ
れ
た
「
垂
水
領
主
島
津
家
家
譜
」
で
も
、
島
津
貴た

か
す
み澄

の

代
の
記
事
と
し
て
、「
東
福
山
」
の
名
が
何
度
か
出
て
き
ま
す
。

天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
癸
卯
三
月
廿
七
日
、
稲
荷
、
春
日
、

八
幡
三
社
を
東
福
ヶ
城
に
建
立
す
る
。
導
師
井
上
左
膳
。

寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
己
未
八
月
廿
七
日
、
齋
宣
公
、

雄
五
郎
主
、
東
福
城
別
荘
に
臨
み
、
献
賜
あ
り
。

寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
九
月
朔
日
、
千
萬
夫
人
、
東

福
城
に
臨
み
、
献
賜
あ
り
。

　

家
譜
中
に
登
場
す
る
「
齋
宣
公
」
は
薩
摩
藩
九
代
当
主
島
津
齋

宣
。「
雄
五
郎
主
」
は
、
島
津
重
豪
の
三
男
、
島
津
忠
厚
（
今
和

泉
島
津
家
第
八
代
当
主
）。「
千
萬
夫
人
」
は
島
津
重
豪
の
側
室
。

藩
主
島
津
齋
宣
の
母
で
京
都
の
お
公
家
さ
ん
堤
家
の
出
身
で
す
。

　

つ
ま
り
、
島
津
貴た

か
す
み澄

は
、
多
賀
山
の
「
東
福
城
別
荘
」
に
、
藩

主
や
そ
の
母
を
招
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、「
漱
石
」
の

正
体
を
知
る
上
で
重
要
な
ヒ
ン
ト
に
な
る
記
述
が
家
譜
中
に
あ

り
ま
し
た
。

鹿児島市指定の保存樹アコウ

鹿児島市の推定では樹齢 180

年とされています。アコウの巨

樹の根は石段に絡みついていま

す。この樹の記憶は、もしかし

たら漱石の時代まで及んでいる

のかも知れません。
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SWALLOW-DALE  02

享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
癸
亥
十
二
月
朔
日
、
老
を
告
げ
、
家
統
を
貴
品
に
譲
る
。

　

こ
れ
は
、
貴
澄
が
隠
居
し
、
貴
品
に
家
督
を
譲
っ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。

　

漱
石
が
『
林
岳
記
』
を
書
き
上
げ
た
の
は
、「
享
和
三
年
春
癸
亥
」
＝
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
で
し
た
。
貴
澄

の
隠
居
の
年
と
一
致
し
ま
す
。『
林
岳
記
』
は
、
鹿
児
島
の
東
福
山
上
に
「
別
荘
」
ま
た
は
「
別
業
」
を
構
え
る
、

一
縉し

ん
し
ん紳

に
し
て
一
詩
人
、
島
津
貴
澄
が
引
退
の
記
念
に
心
を
こ
め
て
書
き
上
げ
た
文
章
だ
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
鹿
児
島
を
代
表
す
る
景
勝
の
地
に
自
分
の
庭
園
を
開
い
た
と
し
て
も
、
向
井
友
章
と
違
い
、
島

津
貴
澄
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
疑
問
が
お
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
重
要
な
根
拠
に
な
り
ま
す
。

　
『
林
岳
記
』
は
、一
八
〇
三
年
の
鹿
児
島
を
代
表
す
る
文
藝
作
品
と
し
て
、も
っ
と
称
揚
さ
れ
る
べ
き
小
品
で
す
が
、

そ
の
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
の
ん
き
な
隠
棲
礼
賛
は
、
十
九
世
紀
薩
摩
の
政
治
的
実
行
の
時
代
の
波
に
の
み
こ
ま
れ

て
見
失
わ
れ
て
し
ま
い
そ
う
で
す
。
も
う
す
ぐ
そ
こ
に
、
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
の
「
近
思
録
崩
れ
」
と
い
う
大

規
模
な
島
津
家
の
お
家
騒
動
が
近
づ
い
て
い
ま
す
。

　

東
郷
平
八
郎
墓
を
建
て
、
東
郷
平
八
郎
銅
像
を
設
置
し
た
と
き
に
は
、
漱
石
の
庭
は
、
す
で
に
廃
園
だ
っ
た
か
と

思
い
ま
す
が
、
そ
こ
は
一
縉し

ん
し
ん紳

が
工
夫
を
凝
ら
し
た
庭
園
で
、
藩
主
を
ふ
く
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
が
、
多
賀
山
か

ら
の
眺
望
を
楽
し
ん
で
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
も
歴
史
の
記
憶
に
と
ど
め
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

詩
人
が
つ
く
り
あ
げ
た
庭
が
、
十
九
世
紀
薩
摩
の
行
動
主
義
の
精
華
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
、
東
郷
元
帥
に
奪
わ

れ
る
よ
う
な
か
た
ち
に
な
っ
た
の
は
、
し
か
た
が
な
い
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
東
郷
元
帥
が
り
っ
ぱ
な

人
物
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
場
所
を
守
る
人
た
ち
は
、
最
初
に
そ
の
庭
を
つ
く
っ
た
先
人
へ
の
礼
儀
を
欠
か
さ
な
い

よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
武
人
と
し
て
の
正
し
い
態
度
か
と
思
い
ま
す
。

　
『
林
岳
記
』
に
列
挙
さ
れ
た
松
、
柏
、
梅
、
桃
、
山
櫻
、
枸く

こ子
、
海ざ

く
ろ榴

、
檜

び
ゃ
く
し
ん柏

、
黄つ

げ楊
、
巵く

ち
な
し子

、
躑つ

つ
じ躅

、
丹か

え
で楓

、

椶し
ゅ
ろ櫚

な
ど
の
木
々
や
、
そ
こ
に
植
え
ら
れ
た
芳
蘭
、
秋
菊
、
白し

ら
ん及

、
菖
蒲
、
款ふ

き冬
、
瓦が

し
ょ
う松

、
白ち

が
や茅

、
蘆あ

し

、
萩は

ぎ

な
ど
の

草
花
を
欠
か
さ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
、
自
慢
の
庭
を
失
っ
た
漱
石
さ
ん
へ
の
、
せ
め
て
も
の
慰
め
に
な
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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2012年 10月

林
岳
記

﹇
補
遺
１
﹈「
林
岳
記
」
の
写
真
と
碑
文
書
き
お
こ
し

　
「
林
岳
記
」
の
本
文
を
書
写
し
た
も
の
に
は
、『
鹿
児
島
市
史
Ⅲ
』（
昭
和
四
十
六
年
、

鹿
児
島
市
）
や
渡
邊
正
『
薩
摩
の
国
学
』（
昭
和
六
十
一
年
、
黙
遙
社
）、
ま
た
、
平

田
信
芳
が
書
写
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
参
考
に
し
つ
つ
、
改
め
て
、
異
同

を
確
認
し
、
本
文
を
書
き
写
し
た
。

　

使
用
し
た
写
真
は
二
〇
〇
六
年
に
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。
厳
密
に
計
画
さ
れ
た

撮
影
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
写
真
の
文
字
の
縮
尺
は
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。

　

異
体
字
に
つ
い
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
環
境
へ
の
対
応
を
考
え
て
、
一
部
を
除
き
、
外

字
エ
デ
ィ
タ
な
ど
で
作
成
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。

　

例
外
は
、
２
行
目
﹇　

﹈
で
囲
ん
だ
﹇

﹈﹇

﹈
で
あ
る
。
こ
の
熟
語

は
「
サ
ツ
ガ
ツ
」
と
読
み
、「
そ
ぎ
と
っ
た
よ
う
に
高
く
険
し
い
さ
ま
」
を
表
す
が
、

現
行
デ
ジ
タ
ル
文
字
の
Ｊ
Ｉ
Ｓ
や
ユ
ニ
コ
ー
ド
環
境
で
は
外
字
扱
い
に
な
る
。
パ
ソ

コ
ン
な
ど
で
コ
ピ
ー
＆
ペ
ー
ス
ト
し
て
も
文
字
と
し
て
は
表
示
さ
れ
な
い
の
で
注

意
さ
れ
た
い
。

　

青
字
は
、
異
体
字
・
旧
字
な
ど
で
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
や
ユ
ニ
コ
ー
ド
環
境
の
文
字
コ
ー
ド

で
使
わ
れ
な
い
も
の
を
、
現
行
の
デ
ジ
タ
ル
環
境
で
使
用
可
能
な
文
字
に
書
き
換
え

た
も
の
で
あ
る
。

　

赤
字
は
、
石
の
摩
滅
な
ど
で
読
み
に
く
い
た
め
、
別
字
の
可
能
性
も
あ
る
も
の
で

あ
る
。
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SWALLOW-DALE  02

東
福
之
山
沿
海
起

兀
立
﹇

﹈﹇

﹈
與
櫻
嶽

相
對
乃
雖
不
甚
髙

其
山
則
美
矣
宜
若
有
靈

然
予
世
家
其
上
自

號
曰
漱
石
甞
患
風

病
既
而
蒙
蔽
蹇
劣

絶
學
棄
知
常
傾
意
于
林
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2012年 10月

岳
人
以
爲
癖
寛
政

丁
巳
之
春
一
老
父

忽
然
来
揖
予
言
曰

癖
乎
癖
乎
吾
亦
得
其
所

也
哉
夫
山
也
者
天

地
之
根
而
邦
國
之

鎭
也
忘
疲
勞
觧
紛

擾
風
咏
以
樂
性
情
汝
能
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SWALLOW-DALE  02

癖
益
為
痼
遂
使
工

人
林
清
者
擧
巨
石

以
疊
峻
巖
幽
谷
原

澤
山
藹
之
狀
傚
鬼
工
以

遊
鳥
時
夜
將
明
残

燈
景
微
鳥
鵲
繞
舎

鳴
恍
尓
而
覺
寂
然

無
物
乃
知
夢
與
神
仙
過
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2012年 10月

易
遠
遊
鳥
剪
菜
伐

柯
亦
惟
不
措
又
自

敷
竒
石
於
徑
曲
植

異
草
于
巖
間
日
設
新
意

以
擬
食
甘
蔗
爾
崔

嵬
層
巒
上
出
雲
霓

千
仭
幽
谷
下
臨
無

地
乃
非
能
都
盧
之
輕
趣
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SWALLOW-DALE  02

孰
能
蹈
之
孰
能
渉

之
乎
其
樹
則
松
柏

梅
桃
山
櫻
枸
子
海

榴
檜
柏
黄
楊
巵
子
躑
躅

丹
楓
椶
櫚
其
艸
則
芳
蘭
秋

菊
白
及
菖
蒲
款
冬
瓦
松
白

茅
蘆
萩
郁
郁
紛
紛
蜚
香
襲
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2012年 10月

衣
恠
巖
帯
窟
窟
中
置
寶
相

磴
道
數
百
歩
而
有
蜚
塔
塔

邊
多
鐵
樹
蓊
鬱
萋
萋
倚
石

覆
岸
磴
盡
而
地
平
坦
結
茅

茨
于
其
側
以
為
遊
息
之
所

目
下
千
里
蒼
波
茫
茫
天
低
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SWALLOW-DALE  02

雲
浴
櫻
嶽
屹
然
立
海
中
恰

似
盆
中
之
石　

府
城
臨
海

建
居
民
十
里
幅
其
半
復
維

舟
船
如
織
自
南
自
北
一
輻

湊
此
地
故
為
都
會
耳
城
南

海
淤
而
為
灣
湾
頭
為
洲
隨
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2012年 10月

潮
勢
或
隠
或
見
灑
然
而
斜

出
松
林
欝
茂
而
臨
洲
渚
者

為
南
林
刹
垂
水
高
隈
新
城

□福

□山

環
列
嶽
之
左
腋
而
沿

海
行
霞
駮
雲
蔚
數
百
里
間

綿
連
而
南
圻
南
益
遠
屹
然
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SWALLOW-DALE  02

于
天
表
者
曰
海
門

峯
其
峰
即
近
衞
藤

公
所
歌
咏
筑
紫
富

士
云
者
是
其
大
觀
也
杪

冬
雪
晨
三
春
花
夕

暢
心
腸
於
霞
外
曝

營
魄
於
凝
霜
陰
晴

更
景
節
物
異
風
可
降
群
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2012年 10月

仙
可
會
俊
良
也
獨

從
容
自
適
縦
意
所

如
及
至
得
遊
賞
玄

覧
之
佳
趣
乃
神
亦
不
可

側
其
情
素
而
况
於

人
乎
偶
有
客
嚴
然

而
責
其
癖
曰
吾
子

存
微
躬
宇
内
保
性
命
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SWALLOW-DALE  02

邦
君
承
髪
膚
父
母

恩
蹈
層
巒
不
為
髙

渉
幽
谷
翻
可
淺
吾

子
知
能
所
以
報
德
否
乎

恭
勤
不
倦
螢
雪
以

照
書
者
所
以
務
學

也
窮
達
持
介
昭
冥

不
易
節
者
所
以
敬
天
也
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2012年 10月

闢
諫
路
之
荊
榛
延

英
擧
俊
進
退
以
國

為
憂
者
所
以
事
君

也
暑
扇
枕
簟
風
雷
護
塋

者
所
以
報
親
也
何

為
棄
知
絶
學
林
岳

是
耽
取
愚
一
如
是

其
甚
乎
陳
蕃
不
下
榻
則
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SWALLOW-DALE  02

不
為
賓
儲
不
窺
謝

朓
之
門
則
何
賦
詩

雖
然
石
不
可
以
為

餐
樹
難
以
為
羮
綴
落
葉

制
裳
乎
被
青
苔
易

衾
乎
風
煙
不
可
飽

月
色
看
愈
寒
置
躬

于
安
逸
馳
思
于
林
岳
何
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2012年 10月

以
乎
當
凍
餒
之
備
耶

遣
責
移
時
予
笑
曰
杜

氏
之
癖
人
尚
非
之

况
山
林
癖
耶
噫
呼

所
謂
知
者
樂
水
仁
者

樂
山
若
其
於
是
樂
則

予
豈
敢
雖
取
號
孫

楚
以
謬
傳
謬
蒙
之
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SWALLOW-DALE  02

亦
蒙
蔽
之
又
蔽
者
也

然
夢
與
神
仙
遇
一
偉

也
聞
君
子
之
大
論

一
益
也
脚
下
山
岳

観
江
海
於
千
里
之
外

一
絶
也
蓋
以
一
癖
得

夫
其
三
者
是
亦
一

竒
也
合
之
為
四
事
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2012年 10月

一
玄
焉
若
夫
營
營
富

貴
奔
走
世
利
不
知
其

所
勞
不
如
忘
疲
勞

觧
紛
擾
風
咏
以
樂

性
情
也
享
和
癸
亥
春

三
月
漱
石
自
為
記
以

書
石
爾
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SWALLOW-DALE  02

﹇
補
遺
２
﹈
大
正
・
明
治
期
の
多
賀
山

　

■
ま
ぼ
ろ
し
の
「
田
ノ
浦
公
園
」

　

鹿
児
島
市
に
よ
っ
て
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）「
多
賀
山
公
園
」
と
な
る
前
に
、
大
正
・
明
治
期
の
多
賀
山
に
ど

ん
な
来
歴
が
あ
っ
た
の
か
、
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
に
大
阪
の
駸
々
堂
旅
行
案
内
部
が
発
行
し
た
『
鹿
兒
島
市
街
地
圖
』
や
昭
和
八
年

（
一
九
三
三
）
熊
本
市
の
土
橋
兼
良
が
発
行
し
た
『
實
測
番
地
入
最
新
版
鹿
兒
島
地
圖
』
な
ど
で
は
、
多
賀
山
の
位

置
に
「
田
ノ
浦
公
園
」
と
あ
り
ま
す
。
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）、
加
藤
雄
吉
・
坂
田
長
愛
の
編
集
で
天
文
館
通

の
篠
原
書
肆
か
ら
出
さ
れ
た
『
鹿
兒
島
縣
案
内
』
に
「
田
之
浦
公
園
」
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。

本
園
は
公
園
と
稱
す
れ
ど
も
、
永
吉
と
い
ふ
一
私
人
の
所
有
を
解
放
し
た
る
も
の
に
て
、
永
吉
遊
樂
園
と
稱
す
、

市
の
東
北
海
邊
の
髙
所
東
福
寺
城
の
趾
に
て
、
陶
器
製
造
所
の
側
よ
り
上
る
處
な
り
、
前
面
に
は
錦
江
の
碧

水
を
堪
へ
、
灣
内
に
出
入
す
る
大
小
の
船
舶
は
悉
く
集
め
て
一
眸
の
下
に
あ
り
、
近
く
は
櫻
島
岳
雲
表
に
秀

で
ゝ
天
然
の
築
山
を
な
し
、
遠
く
は
高
隈
開
門
等
の
諸
山
繞
り
聳
ち
、
恰
も
一
湖
水
の
觀
あ
り
、
そ
の
中
を

來
往
す
る
數
多
の
船
舶
は
一
々
手
に
採
る
如
く
見
え
、
市
街
の
過
半
も
亦
指
顧
の
間
に
在
り
。
ま
た
そ
の
西

な
る
多
賀
神
社
の
在
る
所
も
非
常
の
好
景
に
て
、
本
園
に
譲
ら
ず
。

ま
た
、明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
鹿
児
島
市
の
吉
田
書
房
か
ら
出
た
勝
野
時
太
郎
編
『
鹿
児
島
市
案
内
記
』
に
「
田

之
浦
公
園
一
名
錦
江
園
と
呼
ぶ
、
磯
街
道
東
福
寺
城
趾
に
あ
り
」
と
あ
り
、
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
鹿
児
島
市

の
現
代
社
が
出
し
た
竪
山
春
村
『
鹿
兒
島
案
内
記
』
に
も
「
田
の
浦
遊
園
（
城
北
清
水
町
）」
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。
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鹿
兒
島
驛
よ
り
磯
に
通
ず
る
國
道
筋
の
左
側
、
磯
に
續
く
連
山
の
中
腹
に
あ
る
。
眼
下
に
錦
江
の
水
漾
々
と
し

て
盥
水
を
堪
へ
白
帆
ゆ
る
や
か
に
眠
る
と
こ
ろ
に
亦
城
東
一
の
景
勝
た
る
を
失
わ
ぬ
。

此
地
は
東
福
寺
城
趾
に
し
て
歴
應
四
年
四
月
、
島
津
家
第
六
代
氏
久
公
大
隅
肝
付
の
一
族
を
平
げ
其
子
元
久
公

父
の
志
を
繼
ぎ
、
近
く
淸
水
城
を
築
き
て
、
之
に
轉
じ
た
。
其
中
腹
に
は
文
久
三
年
薩
英
戦
争
當
時
の
東
福
ヶ

城
臺
場
の
残
礎
が
あ
る
。（
現
今
永
吉
氏
私
有
、
此
附
近
に
知
事
官
邸
、
慶
田
陶
器
製
造
所
が
あ
る
）

ま
た
、大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
日
本
警
察
新
聞
社
か
ら
出
さ
れ
た
東
禾
鳥
『
鹿
兒
島
自
慢
』
の
「
東と
う
ふ
く福

寺じ

城ぜ
う

址し

」
に
、

　

祇ぎ

園を
ん

之の

洲す

の
北き

た

、
多た

が賀
山や

ま

の
連れ

ん
ぽ
う
ち
う

峰
中
に
あ
り
、
江か

う
ざ
ん山

の
勝せ

う

、
遊ゆ

う

子し

を
し
て
、
轉う

た

た
羽う

げ化
登と

う
せ
ん仙

の
思

お
も
ひ

あ
ら
し
む
。

　

傳つ
た

へ
言い

ふ
、
亂ら

ん
し
ん
た
か
う
じ

臣
尊
氏
、
天て

ん

下か

を
横わ

う
か
う行

す
る
や
、
名め

い
ぶ
ん
こ
ん
と
ん

分
混
沌
、
西せ

い
な
ん
し
よ
か
う

南
諸
侯
の
去き

よ
し
う就

を
誤

あ
や
ま

る
も
の
比ひ

ゝ々

皆み
な
し
か然

ら

ざ
る
な
し
、
肝き

も
つ
き付

氏し

の
一
族ぞ

く

、
唯ひ

と

り
大た

い
ぎ義

を
唱と

な

へ
て
此こ

ゝ

に
據よ

る
と
。

　

明め
い

治ぢ

三
十
五
年る

び

、
永な

が
よ
し
ぼ
う

吉
某
、
資し

を
抛

な
げ
う

ち
て
遊ゆ

う
ゑ
ん園

を
拓ひ

ら

き
、
以も

つ

て
天て

ん

下か

の
士し

女ぢ
よ

を
待ま

ち
し
よ
り
、
永な

が
よ
し吉

遊ゆ
う
ゑ
ん園

の

名な

、
之こ
れ

に
代か
は

り
て
江か
う

湖こ

に
喧け
ん
で
ん傳
す
。

　

盤ば
ん

迂う

園え
ん
だ
う道

を
辿た

ど

り
て
、
歩ほ

を
進す

ゝ

む
れ
ば
、
級き

う

々〳
〵

た
る
園ゑ

ん
い
う囿

、
芳は

う
さ
う草

あ
り
、
佳か

樹じ
ゆ

あ
り
、
人ひ

と

を
し
て
坐そ

ゞ

ろ
に

攀ば
ん
ゑ
ん縁

の
勞ら

う

を
忘わ

す

れ
し
む
、
中ち

う
ふ
く腹

、
壘る

ゐ

趾し

を
存ぞ

ん

す
る
も
の
、
即

す
な
は

ち
是こ

れ
、
文ぶ

ん
き
う
え
き

久
役
に
於お

け

る
東と

う
ふ
く福

寺じ

城ぜ
う

臺だ
い

場ば

な
る
も

の
な
り
。

と
も
あ
り
ま
す
。
明
治
の
末
か
ら
昭
和
の
初
め
に
か
け
て
は
、
確
か
に
、
東
福
寺
城
の
名
前
よ
り
知
ら
れ
る
田
ノ
浦

公
園
が
存
在
し
た
よ
う
で
す
。「
永
吉
遊
樂
園
」「
永
吉
遊
園
」「
田
の
浦
遊
園
」「
錦
江
園
」
な
ど
の
呼
称
を
持
つ
田

ノ
浦
公
園
が
、
い
っ
た
い
ど
の
く
ら
い
の
広
さ
に
及
ん
で
い
た
の
か
確
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
そ
の
西
な
る
多

賀
神
社
の
在
る
所
も
非
常
の
好
景
に
て
、
本
園
に
譲
ら
ず
」
と
あ
る
の
で
、
多
賀
神
社
周
辺
は
含
ん
で
い
な
い
よ
う

で
す
。

　
「
明
治
三
十
五
年
、
永
吉
某
、
資
を
抛
ち
て
遊
園
を
拓
き
」
と
の
記
述
が
あ
り
ま
す
が
、
現
在
「
島
津
氏
居
城
東

福
寺
城
跡
」
の
石
碑
が
あ
る
、
多
賀
山
公
園
の
北
側
部
分
に
、
地
元
で
「
キ
ツ
ネ
神
社
」
と
も
呼
ば
れ
る
廃
社
跡
が

あ
り
、
そ
こ
に
残
る
石
台
に
、「
永
吉
柳
右
衛
門
國
治　

明
治
三
十
一
年
八
月
起
工
」
の
文
字
を
読
む
こ
と
が
で
き

る
の
で
、
明
治
三
十
一
年
に
は
作
ら
れ
始
め
た
よ
う
で
す
。
そ
の
碑
に
よ
れ
ば
、
永
吉
柳
右
衛
門
國
治
は
日
清
戦
争

「島津氏居城東福寺城跡」に残る石台　地元では「キツネ神社」と呼

ばれていました。かつて「稲荷神社」が祀られていたのだと思われま

す。そこに当時をしのぶ石片がいくつか残されています。上部を失っ

た石の台には、

「明治二十七八年日清戦役ノ際清國山東省威海衛灣内ニ於テ我カ水雷

艇ノ撃沈シタル敵の旗艦定遠号ノ砲弾也

清國威海衛占領軍陸海軍御用達東

福ヶ城地祖開墾

所有者　永吉柳右衛門　國治

明治三十一年八月起工」

と刻まれています。永吉柳右衛門

國治という人物が、日清戦争で陸

海軍と商いして得た財をもって「遊

園」を開いたのだと知れます。この

石台の上には日清戦争の戦利品で

ある敵艦の砲弾が置かれていたよ

うです。今はどこに行ったのでしょ

うか。
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明治末に清水町田之浦にあった料理店の一つ

山海樓　明治四十三年（一九一〇）刊行の勝

野時太郎編『鹿児島市案内記』（吉田書房）

掲載の広告から。

時
の
陸
海
軍
御
用
達
の
商
い
を
し
て
い
た
人
物
で
、
そ
こ
で
築
き
あ
げ
た
財
で
遊
園
を
開
い
た
よ
う
で
す
。
石
台
の

上
に
は
、
日
清
戦
争
時
、
威
海
衛
で
撃
沈
さ
れ
た
清
国
の
旗
艦
「
定
遠
」
号
の
砲
弾
を
置
き
、
そ
う
し
た
「
見
せ
物
」

の
感
覚
も
あ
っ
た
遊
園
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
今
、
そ
の
砲
弾
は
、
影
も
形
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
で
、
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
勝
野
時
太
郎
編
『
鹿
児
島
市
案
内
記
』
か
ら
は
、
多
賀
山
の
東
側
の

田
ノ
浦
に
「
風
景
樓
」「
山
海
樓
」「
三
日
月
」
と
い
う
大
き
な
料
理
屋
が
並
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
多
賀

山
へ
の
登
り
口
に
鹿
児
島
市
内
有
数
の
薩
摩
焼
の
慶
田
窯
が
あ
り
、「
永
吉
遊
樂
園
」
も
あ
っ
て
、大
正
時
代
の
前
後
、

多
賀
山
・
祇
園
之
洲
は
ち
ょ
っ
と
し
た
観
光
ス
ポ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
に
出
版
さ
れ
た
『
日
本
一
周
・
中
編
』（
博
文
館
）
で
、
日
本
全
国
汽
車
の
旅
を
続
け

る
小
説
家
・
田
山
花
袋
は
鹿
児
島
を
訪
れ
、
か
つ
て
の
文
学
仲
間
に
再
会
し
、
郷
里
に
戻
り
教
師
に
な
っ
て
い
る
旧

友
に
鹿
児
島
市
を
急
ぎ
足
で
案
内
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
人
物
の
名
は
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
も
う
一

人
鹿
児
島
出
身
の
文
学
仲
間
が
い
て
、
そ
の
人
は
沖
永
良
部
で
村
長
を
し
て
い
る
「
土
持
君
」
と
あ
り
ま
す
。
民

俗
学
の
柳
田
国
男
と
も
親
交
の
あ
っ
た
土
持
綱
安
の
こ
と
で
、
沖
永
良
部
島
の
和
泊
村
の
村
長
だ
っ
た
人
物
で
す
。

【
二
〇
一
六
年
一
月
追
記
】
こ
こ
で
名
前
が
書
か
れ
て
い
な
い
友
人
は
、『
鹿
兒
島
縣
案
内
』
や
『
尾
花
集
』
の
著
者
・

加
藤
雄
吉
〔
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
〜
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）〕
で
す
。

　

鹿
児
島
の
新
聞
記
者
た
ち
が
田
山
花
袋
を
歓
迎
す
る
会
を
設
け
る
こ
と
に
な
り
、
田
山
花
袋
は
友
達
と
と
も
に
、

停
車
場
の
東
北
の
方
の
「
春
日
町
だ
の
淸
水
町
だ
と
の
と
い
ふ
町
」
の
ほ
う
へ
向
か
い
、「
稲
荷
川
の
岸
」
に
「
二

軒
も
三
軒
も
」
並
ん
で
い
る
「
薩
摩
焼
の
陶
器
を
売
る
家
」
で
、
友
達
か
ら
無
地
の
薄
手
の
も
の
を
お
土
産
に
し
て

も
ら
っ
た
あ
と
、「
松
原
の
中
に
あ
る
や
う
な
瀟
洒
な
酒
樓
」
で
新
聞
記
者
た
ち
と
飲
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ど
う

や
ら
田
ノ
浦
の
酒
樓
の
ど
れ
か
で
飲
ん
だ
よ
う
で
す
。
記
念
写
真
も
撮
っ
た
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
写
真
も
ど
こ

か
に
存
在
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
酒
の
席
で
、
国
木
田
獨
歩
の
友
達
だ
と
い
う
記
者
が
「
美
酒
佳
肴
」
は

な
い
が
「
櫻
島
の
景
色
だ
け
」
は
「
御
馳
走
」
に
な
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
磯
の
島
津
公
の
邸
を
紹
介
し
よ

う
か
と
い
う
人
物
も
あ
ら
わ
れ
る
の
で
、
磯
の
仙
巌
園
は
ま
だ
一
般
に
は
公
開
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

■
陸
軍
省
築
城
本
部
の
管
轄
地



38

2012年 10月

　

明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
九
月
十
五
日
編
成
さ
れ
た
『
鹿
児
島
県
地
誌
』
に
、

陸
軍
省
用
地　

砲
墩
、
清
水
馬
場
町
字
祇
園
洲
ニ
在
リ
、
面
積
四
千
八
百
弐
拾
四
坪

陸
軍
省
用
地　

清
水
馬
場
町
字
東
福
ヶ
城
ニ
在
リ
、
面
積
壱
千
五
百
五
拾
坪

陸
軍
省
用
地　

砲
墩
、
清
水
馬
場
町
字
風
月
亭
ニ
在
リ
、
面
積
弐
千
四
百
八
拾
九
坪

と
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。
東
福
ヶ
城
（
多
賀
山
）
に
は
、陸
軍
が
管
轄
す
る
場
所
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
（『
鹿

児
島
市
史
Ⅲ
』「
第
一
部　

鹿
児
島
県
地
誌･

同
備
考
（
抄
）」
昭
和
四
十
六
年
）。
西
南
戦
争
で
本
営
に
な
っ
た
場
所

で
し
ょ
う
か
。
城
は
も
と
も
と
が
軍
事
施
設
な
の
で
、
戦
前
は
、
陸
軍
省
築
城
本
部
が
管
轄
し
て
い
ま
し
た
。
鶴
丸
城

も
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
十
一
月
に
第
七
高
等
学
校
造
士
館
の
敷
地
と
し
て
文
部
省
の
管
轄
に
な
る
ま
で
は
、
陸

軍
省
築
城
本
部
の
管
轄
で
し
た
。

　

■
山
縣
有
朋
の
本
営

　

西
南
戦
争
の
城
山
攻
防
戦
の
時
、
多
賀
山
は
官
軍
側
の
陣
地
に
な
っ
て
い
ま
す
。
全
国
的
に
読
ま
れ
た
、
川
崎
紫
山 

（
三
郎
） 

著
『
増
訂
西
南
戦
史
』（
博
文
館
、
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
））
を
引
用
し
ま
す
。

山や
ま
が
た縣

參さ
ん
ぐ
ん軍

は
麑か

ご
し
ま嶋

城じ
や
う
ほ
く

北
、
多た

が賀
山さ

ん
じ
や
う

上
の
軍ぐ

ん
だ
ん
ほ
ん
え
い

團
本
營
に
在あ

り
。
時と

き

に
重ぢ

ゆ
う
ゐ圍

已す
で

に
合が

つ

し
、
進し

ん
げ
き撃

の
機き

愈い
よ
いよ

逼せ
ま

る
。
九
月

廿
四
日
午ご

ぜ
ん前

四
時じ

、
山や

ま
が
た縣

參さ
ん
ぐ
ん軍

出
て
ゝ
多
賀
山
上
よ
り
一
望
す
る
に
連
哨
の
篝
火
、
忽
ち
明
か
に
、
忽
ち
暗
く
、

砲
聲
斷
へ
ん
と
し
て
、
又
續
き
、
落
月
一
片
、
城
山
の
傍
に
隱
見
し
、
四
郊
の
光
景
、
極
目
愁
悽
殆
と
言
ふ
べ
か

ら
ず
。

こ
の
日
、明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
九
月
二
十
四
日
の
城
山
決
戦
で
、西
郷
隆
盛
は
亡
く
な
り
ま
す
。
官
軍
の
参
軍
（
実

質
上
の
陸
軍
総
司
令
官
）
山
縣
有
朋
中
将
が
多
賀
山
上
の
軍
團
本
營
に
い
た
と
い
う
事
実
は
、
現
在
の
多
賀
山
で
は
気

配
も
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
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﹇
補
遺
３
﹈
東
福
山
詩
抄

　

新
薩
藩
叢
書
に
収
録
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
に
は
、
新
た
な
本
文
校
訂
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
現
状
で
は
、
多

く
の
文
献
の
参
照
可
能
な
唯
一
の
テ
キ
ス
ト
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
新
薩
藩
叢
書
収
録
の
も
の
か
ら
、
島

津
貴
澄
（
元
直
）
と
向
井
友
章
（
滄
浪
）
の
詩
で
、
東
福
・
庭
・
遊
仙
・
別
業
な
ど
、
東
福
之
山
＝
多
賀
山
と
の
か

か
わ
り
を
感
じ
ら
れ
る
詩
を
い
く
つ
か
選
び
、『
林
岳
記
』
を
読
む
た
め
の
参
考
資
料
と
し
て
掲
載
し
ま
す
。
暫
定

的
な
書
き
下
し
で
す
の
で
、
誤
読
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
。
あ
く
ま
で
叩
き
台
と
し
て
、
ご
参
考
ま
で
。

　

試
み
に
、
赤
字
で
、『
林
岳
記
』
中
に
表
れ
た
こ
と
ば
と
同
じ
も
の
を
い
く
つ
か
マ
ー
キ
ン
グ
し
て
み
ま
し
た
。

島
津
貴
澄
と
向
井
友
章
の
詩
で
「
仙
」「
隠
逸
」
の
主
題
で
は
共
通
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
注
目
し
た
い
の
は
、

島
津
貴
澄
の
詩
句
「
磴と

う
ど
う道

」「
層そ

う
ら
ん巒

」
と
い
う
や
や
特
殊
な
語
句
が
『
林
岳
記
』
と
共
通
し
て
い
る
と
い
う
点
で
す
。

少
な
く
と
も
『
林
岳
記
』
の
作
者
と
島
津
貴
澄
は
、同
じ
語
彙
の
教
養
を
持
つ
人
物
だ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

一　

島
津
貴
澄
『
廢
簏
詩
稿
』
よ
り

■
春
日
別
業　

五
言
古
詩

　

卜
此
幽
眞
境　

買
山
宜
養
生　

結
宇
翡
翠
壁　

崎
嶇
俯
荒
城　

推
門
望
前
圃　

春
至
百
花
明

　

深
樹
浸
蹊
密　

芳
艸
繞
階
榮　

醉
吟
憐
獨
徃　

平
日
絶
逢
迎　

長
倚
松
陰
嘯　

或
向
幽
篁
行

　

徐
窺
種
果
地　

不
厭
路
崢
嶸　

鳥
雀
知
吾
靜　

相
和
牖
邊
鳴　

巖
飈
旭
一
起　

翩
飛
數
朶
英

　

靑
林
隣
古
寺　

寂
寂
送
鐘
聲　

歸
程
下
磴
道　

日
夕
有
餘
情

　

此
を
卜
す
幽
と
眞
の
境　

山
を
買
い
て
宜
し
く
養
生
す
べ
し　

　

宇
を
結
び
翡
翠
を
壁
と
し　

崎き

く嶇
荒
城
を
俯
す　
﹇
崎き

く嶇
＝
山
道
の
け
わ
し
さ
﹈
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門
を
推
し
て
前
圃
を
望
み　

春
に
至
り
て
百
花
明
な
り　

　

深
樹
蹊み

ち

を
浸
し
て
密
な
り　

芳
艸
階

き
ざ
は
しに

繞
わ
り
榮
た
り

　

醉
吟
し
て
憐
む
獨
り
徃
く
を　

平
日
逢ほ

う
げ
い迎

を
絶
す　
﹇
逢ほ
う
げ
い迎

＝
人
を
出
迎
え
接
待
す
る
﹈

　

長
く
倚
っ
て
松
陰
に
嘯
く　

或
は
向
い
て
幽ゆ

う
こ
う篁

に
行
く　
﹇
幽ゆ
う
こ
う篁

＝
奥
深
い
竹
藪
（
王
維
）﹈

　

徐
に
窺
う
種
果
の
地　

厭
わ
ず
路
の
崢そ

う
こ
う嶸

た
る
を　
﹇
崢そ

う
こ
う嶸

＝
山
道
が
め
ぐ
り
谷
が
深
い
﹈

　

鳥
雀
吾
が
靜
な
る
を
知
る　

相
和
し
て
牖ま

ど

邊
に
鳴
く

　

巖
の
飈か

ぜ

に
旭
一
た
び
起
き
て　

翩
ひ
る
が

っ
て
飛
ぶ
數
朶だ

の
英は

な　
﹇
朶だ

＝
雲
や
花
を
数
え
る
単
位
﹈

　

靑
林
古
寺
に
隣
し　

寂
寂
と
し
て
鐘
聲
を
送
る

　

歸
程
に
磴と

う
ど
う道

を
下
り　

日
の
夕
に
餘
情
有
り　
﹇
磴と
う
ど
う道

＝
石
敷
き
の
坂
道
﹈

　

題
に
「
別
業
」、
詩
句
に
『
林
岳
記
』
に
出
る
「
磴と

う
ど
う道

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
選
び
ま
し
た
。
野
山
や
野
鳥
へ

の
親
し
み
に
も
『
林
岳
記
』
と
の
共
通
性
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

■
題
高
躍
庭
假
嶝
道
山
水　

五
言
古
詩

　

巴
蜀
寫
眞
狀　

假
山
削
成
工　

絶
嶽
地
勢
殊　

奇
景
天
造
同　

蒼
池
漲
筵
外　

碧
嶺
赴
窓
中

　

錦
城
隔
樹
遠　

劍
閣
懸
巖
雄　

水
作
千
尋
色　

深
林
何
鬱
葱　

鳥
路
開
且
斜　

不
關
五
丁
切

　

潜
魚
雖
易
得　

終
不
見
釣
翁　

灌
木
雖
可
伐　

却
無
樵
者
通　

不
俯
看
幽
谷　

不
仰
望
蒼
穹

　

勝
遊
歡
豈
少　

宴
樂
賞
離
窮　

常
掃
秦
棧
險　

偏
似
待
沛
公

　
　
　

高
躍
庭
の
假
嶝
道
山
水
に
題
す

　

巴は
し
ょ
く蜀

は
眞
狀
を
寫
し　

假
山
削
り
て
工
を
成
す　
﹇
巴は

し
ょ
く蜀

＝
巴
州
と
蜀
州
、
假
山
＝
築
山
﹈

　

絶
嶽
地
勢
殊
に
し
て　

奇
景
天
と
造
り
を
同
じ
う
す

　

蒼
池
漲
っ
て
筵
の
外　

碧
嶺
窓
中
に
赴
く

　

錦
城
樹
を
隔
て
て
遠
く　

劍け
ん
か
く閣

巖
雄
に
懸
か
る　
﹇
劍け

ん
か
く閣

＝
大
剣
山
と
小
剣
山
﹈

　

水
作
千
尋
の
色　

深
林
何
ぞ
鬱
葱
た
る

　

鳥
路
開
き
且
つ
斜
に
し
て　

關
せ
ず
五
丁
の
切
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潜
魚
得
易
し
と
雖
も　

終
に
釣

ち
ょ
う
お
う翁

を
見
ず

　

灌
木
伐
る
べ
し
と
雖
も　

却
て
樵
者
の
通
る
こ
と
無
し

　

俯
せ
ず
し
て
幽
谷
を
看
て　

仰
が
ず
し
て
蒼
穹
を
望
む

　

勝
し
ょ
う
ゆ
う遊

し
て
豈
に
少
な
き
を
歡
び　

宴
樂
し
て
離
窮
を
賞
す　
﹇
勝
し
ょ
う
ゆ
う遊

＝
風
流
な
遊
び
﹈

　

常
に
掃
く
秦
棧
の
險
し
き
を　

偏
え
に
似
る
沛は

い
こ
う公

を
待
つ
に　
﹇
沛は

い
こ
う公

＝
漢
の
劉
邦
﹈

　

高
躍
庭
と
い
う
画
家
の
山
水
に
寄
せ
た
詩
で
し
ょ
う
か
。
高
躍
庭
が
何
者
か
、
ま
た
こ
の
字
が
正
し

い
の
か
調
べ
が
つ
い
て
い
ま
せ
ん
。
題
に
『
林
岳
記
』
に
登
場
す
る
「
嶝
道
」
と
い
う
語
句
が
あ
る
た

め
選
び
ま
し
た
。
山
水
画
に
合
わ
せ
て
庭
を
構
想
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

■
春
日
東
福
山
別
業
迎
鶴
山
公
子　

五
言
古
詩

　

衡
門
避
喧
地　

蓬
蕎
擁
竹
欄　

平
生
愛
佳
友　

偶
此
結
芳
蘭　

三
徑
迎
飛
蓋　

攀
柳
繋
金
鞍

　

寄
遨
南
窓
下　

高
談
一
何
寛　

鷄
黍
之
筵
席　

豆
粥
唯
爲
餐　

詩
賦
耽
隱
逸　

主
賓
解
衣
冠

　

植
杖
憑
曲
檻　

連
杖
上
層
巒　

流
光
誠
可
惜　

勝
會
數
求
難　

若
愜
賞
幽
位　

重
問
菊
籬
歡

　
　
　

春
の
日
、
東
福
山
別
業
に
鶴
山
公
子
を
迎
え
る

　

衡こ
う
も
ん門

喧
地
を
避
け　

蓬
蕎
竹
欄
を
擁
す　
﹇
衡こ

う
も
ん門

＝
隠
者
の
家
、
蓬
蕎
＝
蓬
蒿
か
？
﹈

　

平
生
佳
友
を
愛
し　

偶
ま
此
に
芳
蘭
を
結
ぶ

　

三さ
ん
け
い徑

飛ひ
が
い蓋

を
迎
え　

柳
を
攀よ

じ
り
て
金
鞍
を
繋
ぐ　
﹇
三さ
ん
け
い徑

＝
隠
者
の
庭
、
飛ひ

が
い蓋

＝
ほ
ろ
つ
き
車
﹈

　

寄
り
て
遨
ぶ
南
窓
の
下　

高
談
し
て
一
た
び
何
ぞ
寛
が
ん

　

鷄け
い
し
ょ黍

之
筵
席　

豆
粥
唯
餐
と
爲
す　
﹇
鷄け

い
し
ょ黍

＝
も
て
な
し
『
論
語
』﹈

　

詩
賦
し
て
隱
逸
に
耽
り　

主
賓
衣
冠
を
解
く

　

植
杖
曲
檻
に
憑
き　

連
杖
層そ

う
ら
ん巒

に
上
す　
﹇
層そ

う
ら
ん巒

＝
連
山
﹈

　

流
光
誠
に
惜
し
む
べ
し　

勝
し
ょ
う
か
い會

の
數
求
め
難
し　
﹇
勝

し
ょ
う
か
い會

＝
盛
大
な
会
合
﹈

　

若
し
愜か

な

え
ば
幽
位
を
賞
し　

重
ね
て
問
う
菊
籬
の
歡　
﹇
籬
＝
ま
が
き
﹈
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『
林
岳
記
』
に
あ
る
「
層そ

う
ら
ん巒

」
と
い
う
語
句
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

■
秋
日
東
荘　

五
言
古
詩

　

朝
尋
招
隱
境　

曠
野
遠
周
旋　

脂
車
策
雲
螭　

造
彼
東
園
邊　

薜
茘
縈
松
門　

華
亭
高
參
天

　

瀏
瀏
廻
谿
風　

活
活
飛
流
泉　

滿
園
晴
宿
雨　

丹
楓
一
何
鮮　

墜
葉
紛
覆
地　

宛
似
錦
繡
筵

　

疑
遊
仙
洞
裏　

俯
仰
對
山
川　

薄
言
乘
高
興　

欲
以
試
詩
篇　

縦
目
丘
壑
美　

夷
猶
矚
良
田

　

羇
禽
響
曾
阿　

纎
鱗
躍
深
淵　

寧
待
絲
與
竹　

山
水
自
朱
絃

　

朝
に
招

し
ょ
う
い
ん隱

境
を
尋
ね　

曠
野
遠
く
周
旋
す　
﹇
招

し
ょ
う
い
ん隱

＝
隠
者
を
た
ず
ね
る
﹈

　

車
に
脂
し
て
雲
螭
を
策う

ち　

造
る
は
彼
の
東
園
の
邊　
﹇
螭
＝
み
ず
ち
﹈

　

薜へ
い
れ
い茘

松
門
に
縈

ま
つ
わ

り　

華
亭
參
天
し
て
高
し　
﹇
薜へ

い
れ
い茘

＝
か
ず
ら
﹈

　

瀏
瀏
と
し
て
谿
風
廻
り　

活
活
と
し
て
流
泉
飛
ぶ

　

滿
園
晴
れ
雨
に
宿
し
て　

丹
楓
一
た
び
何
ぞ
鮮
か
な
る

　

葉
墜
ち
紛
れ
て
地
を
覆
い　

宛
か
も
錦
繡
の
筵
に
似
る

　

遊
仙
の
洞
裏
に
あ
る
を
疑
い　

俯
仰
し
て
山
川
と
對
す

　

薄
言
乘
り
て
興
高
く　

欲
し
て
以
て
詩
篇
を
試
み
ん

　

縦
し
ょ
う
も
く目

す
丘

き
ゅ
う
が
く壑

の
美　

夷い
ゆ
う猶

し
て
良
田
を
矚

し
ょ
く

す　
﹇
縦

し
ょ
う
も
く目

＝
存
分
に
眺
め
る
、
丘

き
ゅ
う
が
く壑

＝
丘
と
谷
、
夷い

ゆ
う猶

＝
た
め
ら
う
﹈

　

羇き
き
ん禽

曾
阿
に
響
き　

纎
鱗
深
淵
に
躍
る　
﹇
羇き
き
ん禽

＝
旅
の
鳥
﹈

　

寧
ろ
待
つ
絲
と
竹　

山
水
自
か
ら
絃
を
朱
く
す

　

東
福
山
別
荘
を
「
東
荘
」
と
表
現
し
た
例
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
選
び
ま
し
た
。

■
秋
日
東
福
山
別
業
忝
迎
尊
駕
見
賜
玉
章
賦
此
奉
謝　

五
言
排
律

　

非
學
南
陽
隱　

偶
開
東
岸
居　

井
桐
飛
葉
後　

籬
菊
發
花
初　

門
外
廻
金
蓋　

階
前
駐
玉
車

　

因
迎
賢
主
轍　

恰
似
武
侯
廬　

山
敝
烟
霞
晩　

園
沾
雨
露
餘　

黄
雲
低
碧
海　

素
月
上
淸
虛
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興
熟
題
高
調　

恩
深
賜
錦
書　

微
才
何
用
報　

但
耻
之
瓊
琚

　
　
　

秋
の
日
、
東
福
山
別
業
に
忝
く
も
尊
駕
を
お
迎
え
し
、
玉
章
を
賜
わ
る
、
此
を
奉
謝
し
て
賦
す

　

非
學
に
し
て
南
陽
の
隱　

偶
ま
開
く
東
岸
の
居

　

井
の
桐
飛
葉
し
て
後
に
す　

籬
の
菊
發
し
て
花
の
初
め

　

門
外
に
金
蓋
廻
り　

階
前
に
玉
車
駐
す

　

因
に
迎
え
る
賢
主
の
轍　

恰
も
似
る
武
侯
の
廬　
﹇
廬
＝
い
お
り
﹈

　

山
敝
う
烟
霞
の
晩　

園
沾
す
雨
露
の
餘

　

黄
雲
低
く
し
て
碧
海　

素
月
上
に
し
て
淸
虛

　

興
熟
し
て
題
高
調　

恩
深
し
て
賜
う
錦
書

　

微
才
何
ぞ
用
い
て
報
い
ん　

但
耻
じ
る
之
瓊け

い

琚き
ょ　

﹇
瓊け

い

＝
た
ま
、
琚き

ょ

＝
た
ま
ど
め
﹈

　

東
福
山
別
業
に
藩
主
ク
ラ
ス
の
客
を
迎
え
た
と
き
の
詩
と
思
わ
れ
ま
す
。
や
は
り
、か
た
い
詩
で
す
。

■
夢　

七
言
律
詩

　

春
眠
不
管
大
陽
長　

一
臥
牀
頭
別
有
鄕　

玉
枕
風
輕
隨
蝶
舞　

梅
花
月
滿
憶
仙
郎

　

池
塘
艸
入
文
人
賦　

臺
上
雲
爲
神
女
粧　

何
羡
邯
鄲
尋
蟻
穴　

呂
翁
昔
日
作
侯
王

　

春
眠
管つ
か
さど

ら
ず
し
て
陽
の
長
き
を
大
に
し　

一
臥
牀
頭
に
別
し
て
鄕
を
有た
も

つ

　

玉
枕
風
輕
く
し
て
蝶
の
舞
い
に
隨
い　

梅
花
月
滿
ち
て
仙
郎
を
憶
う

　

池ち
と
う塘

艸
入
し
て
文
人
の
賦　

臺
上
に
雲
し
て
爲
る
神
女
の
粧　
﹇
池ち

と
う塘

＝
池
の
堤
（
謝
霊
運
・
池ち

と
う塘

生
春
草
）﹈

　

何
ぞ
羡
ま
ん
邯
鄲
の
蟻
穴
尋
ね
し
を　

呂り
ょ
お
う翁

昔
日
侯
王
に
作
る　
﹇
呂り

ょ
お
う翁

枕
＝
邯
鄲
之
夢
﹈

　

春
の
夢
を
主
題
に
し
た
詩
で
す
。
神
仙
の
夢
と
の
関
連
か
ら
選
び
ま
し
た
。
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■
東
福
山
別
業
迎
鶴
山
公
子
及
諸
君
得
侵
韻　

七
言
律
詩

　

相
迎
騒
侶
此
披
襟　

眺
望
煙
霞
春
自
深　

城
外
家
連
津
口
出　

雲
根
嶺
帯
雨
痕
陰

　

隱
棲
常
抗
江
湖
氣　

沈
醉
共
憐
丘
壡
心　

濁
酒
明
朝
君
不
厭　

重
飛
華
蓋
訪
山
林

　
　
　

東
福
山
別
業
に
鶴
山
公
子
及
諸
君
を
迎
え
、
侵
韻
を
得
る

　

騒
侶
を
相
迎
え
此
に
披ひ

き
ん襟

し　

煙
霞
を
眺
望
し
春
自
か
ら
深
し　
﹇
披ひ

き
ん襟

＝
打
ち
明
け
る
﹈

　

城
外
の
家
連
な
っ
て
津
口
に
出
て　

雲
根
の
嶺
帯
雨
痕
の
陰

　

隱
棲
し
て
常
に
抗
す
江
湖
の
氣　

沈
醉
し
て
共
に
憐
む
丘

き
ゅ
う
が
く壡
の
心　
﹇
丘
き
ゅ
う
が
く壡
＝
丘
と
谷
。
隠
棲
の
場
﹈

　

濁
酒
し
て
明
朝
君
厭
わ
じ　

重
飛
し
て
華か

が
い蓋

山
林
を
訪
ね
る　
﹇
華か
が
い蓋

＝
は
な
が
さ
﹈

　

東
福
山
別
業
で
客
を
招
い
た
と
き
詠
ん
だ
詩
で
す
。

■
東
福
山
別
業
和
故
人
韻　

七
言
絶
句

　

莫
謂
蓬
瀛
不
可
求　

避
塵
仙
侶
對
丹
丘　

歸
來
若
憶
烟
霞
境　

他
日
何
妨
此
滞
留

　
　
　

東
福
山
別
業
に
て
故
人
の
韻
に
和
す

　

謂
う
な
か
れ
蓬ほ

う

瀛え
い

求
む
べ
か
ら
ず
と　

塵
を
避
け
仙
侶
丹た

ん
き
ゅ
う

丘
に
對
す　
﹇
蓬ほ

う

瀛え
い

＝
仙
人
が
住
む
蓬
萊
と
瀛え

い

州
﹈

　

歸
り
來
り
て
若
し
烟
霞
の
境
を
憶
え
ば　

他
日
何
ぞ
妨
げ
ん
此
の
滞
留

　

亡
く
な
っ
た
あ
る
人
の
詩
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
東
福
山
別
業
で
詠
ん
だ
詩
で
す
。

二　

向
井
友
章
『
滄
浪
詩
集
』
よ
り

■
團
扇
歌
奉
謝
豫
章
公
子　

七
言
古
詩

　

團
團
明
月
夢
徘
徊　

驚
起
牀
頭
双
扇
開　

不
知
此
物
自
何
至　

大
梁
公
子
千
里
賜
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竹
幹
製
成
碧
琅
玕　

装
紙
皎
潔
勝
齋
紈　

長
夏
炎
炎
火
宅
裡　

一
揮
滿
堂
忽
生
寒

　

非
啻
睡
魔
自
退
遁　

可
憎
蒼
蠅
飛
去
遠　

執
之
淸
談
對
佳
賓　

風
流
何
讓
塵
尾
新

　

豈
意
仁
風
慰
民
後　

旁
及
棄
損
搖
落
人

　
　
　

團
扇
歌　

豫
章
公
子
に
奉
謝
す

　

團
團
明
月
に
し
て
夢
徘
徊
す　

驚
起
し
て
牀
頭
に
双
扇
開
く　
﹇
團
團
＝
ま
る
い
さ
ま
（
班
婕
妤
・
団
団
似
名
月
）﹈

　

知
ら
ず
此
物
何
よ
り
至
る
か　

大
梁
公
子
千
里
の
賜
な
り　
﹇
大
梁
＝
魏
の
首
都
﹈

　

竹
幹
を
製
し
て
成
る
碧
の
琅
玕　

装
紙
皎
潔
に
し
て
齋
の
紈
し
ろ
ぎ
ぬに
勝
る　
﹇
齋
紈
＝
と
き
の
し
ろ
ぎ
ぬ
﹈

　

長
夏
炎
炎
と
し
て
火
宅
の
裡　

一
揮
す
る
に
滿
堂
忽
ち
に
し
て
生
寒
し

　

啻た
だ

睡
魔
自
か
ら
退
遁
す
る
の
み
に
非
ず　

憎
む
可
き
蒼
蠅
も
飛
び
去
っ
て
遠
し

　

之
を
執
り
て
淸
談
し
佳
賓
と
對
す　

風
流
何
れ
か
讓
る
塵
尾
の
新
た
な
る

　

豈
に
意お

も

う
仁
風
民
後
を
慰
む
と　

旁
く
棄
損
に
及
ん
で
人
を
搖
落
す

　

向
井
友
章
と
豫
章
公
子
こ
と
島
津
貴
澄
の
関
係
を
示
す
詩
の
ひ
と
つ
で
す
。
暑
い
夏
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
、
貴
澄
か
ら
友
章
に
、
き
り
り
と
し
た
団
扇
が
贈
ら
れ
て
、
友
章
が
そ
れ
を
感
謝
し
た
詩
で
す
。

淀
み
な
く
返
礼
の
詩
を
書
き
上
げ
た
よ
う
な
印
象
を
受
け
ま
す
。
こ
の
書
き
っ
ぷ
り
か
ら
み
る
に
、
や

は
り
向
井
は
才
子
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
同
時
に
、
冒
頭
の
「
團
團
明
月
夢
徘
徊
」
な
ど
、「
ま
る
ま

る
と
明
月
の
夢
か
け
め
ぐ
る
」
と
で
も
訳
せ
そ
う
な
、
江
戸
時
代
的
な
俳
諧
味
も
あ
る
よ
う
な
気
も
し

ま
す
。
こ
う
い
う
詩
が
「
謝
礼
」
と
し
て
人
と
人
の
間
を
行
き
交
っ
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

現
在
で
は
「
謝
礼
」
と
し
て
の
詩
の
価
値
は
暴
落
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

■
陪
栢
梁
君
遊
東
福
山
鶴
鳴
亦
從　

五
言
律
詩

　

欲
作
平
原
飲　

歡
遊
東
福
城　

雲
迎
飛
盖
起　

鳥
雜
和
鸞
鳴

　

霜
落
山
風
冷　

鴻
連
海
色
明　

詩
才
誰
最
健　

客
有
長
鄕
名

　
　
　

栢
梁
君
に
陪
し
て
東
福
山
に
遊
ぶ
、
鶴
鳴
も
亦
從
う
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欲
し
て
作
す
平
原
の
飲　

歡
し
て
遊
す
東
福
の
城

　

雲
迎
し
て
飛ひ

が
い盖

起
ち　

鳥
雜
し
て
和
す
鸞
の
鳴
く
に　
﹇
飛ひ

が
い盖

＝
飛
蓋
・
ほ
ろ
、
鸞
＝
鸞ら

ん
ぽ
う鳳

﹈　

　

霜
落
ち
山
風
冷
た
く　

鴻
連
な
っ
て
海
色
明
か
し　
﹇
鴻
＝
お
お
と
り
﹈

　

詩
才
誰
が
最
も
健
た
る　

客
有
り
鄕
名
を
長
ず

　

栢
梁
君
は
島
津
貴
澄
の
あ
と
を
継
い
だ
、
垂
水
島
津
家
第
十
一
代
、
島
津
貴
品
で
す
。

【
二
〇
一
六
年
一
月
追
記
】
読
者
の
方
よ
り
、
詩
題
に
あ
る
「
鶴
鳴
」
は
、
儒
学
者
の
市
川
鶴
鳴
〔
元
文

五
年
（
一
七
四
〇
）
〜
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）〕
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
ご
指
摘
を
う
け
ま
し
た
。

市
川
鶴
鳴
は
荻
生
徂
徠
〔
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
〜
享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）〕
の
系
統
に
連
な
る

儒
学
者
で
、
高
崎
藩
（
現
・
群
馬
県
高
崎
市
）
出
身
の
人
。
松
平
定
信
が
出
し
た
朱
子
学
専
一
と
す
る
寛

政
異
学
の
禁
〔
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）〕
に
反
対
し
、「
寛
政
の
五
鬼
」
と
呼
ば
れ
た
儒
学
者
の
ひ
と
り

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
島
津
貴
澄
は
、
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
垂
水
に
邑
校
・
文
行
館
を
設
立
し

て
、
そ
の
指
導
者
と
し
て
市
川
鶴
鳴
を
招
い
て
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
三
年
は
鹿
児
島
に
滞
在
し
て
い
た

よ
う
で
す
。
こ
の
詩
が
書
か
れ
た
時
期
も
市
川
鶴
鳴
が
滞
在
し
た
一
七
八
〇
年
前
後
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

■
移
居
深
山　

五
言
律
詩
二
首

　

辞
祿
在
人
境　

猶
爲
請
謁
妨　

一
逃
丘
壑
靜　

終
絶
市
朝
忙

　

花
發
看
春
及　

醉
醒
知
日
長　

放
歌
時
鼓
腹　

自
謂
勝
羲
皇

　

老
病
耽
閑
臥　

深
山
結
草
堂　

情
兼
双
闕
遠　

夢
遶
數
峰
長

　

虎
豹
嘷
庭
砌　

風
雲
出
棟
梁　

微
醺
無
所
事　

採
藥
上
高
岡

　

祿
を
辞
し
て
人
境
に
在
り　

猶
ほ
爲
す
請せ

い
え
つ謁

の
妨
を　
﹇
請せ

い
え
つ謁

＝
貴
人
に
面
会
を
請
う
﹈

　

一
た
び
丘

き
ゅ
う
が
く壑

の
靜
に
逃
れ
て　

終
に
市
の
朝
忙
を
絶
す　
﹇
丘

き
ゅ
う
が
く壑

＝
丘
と
谷
。
隠
棲
に
適
し
た
場
所
﹈

　

花
發
し
て
春
の
及
ぶ
を
看
る　

醉
醒
め
て
日
の
長
き
を
知
る
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放
歌
し
て
時
に
鼓
腹
す　

自
か
ら
謂
う
羲ぎ

こ
う皇

に
勝
ら
ん
と　
﹇
羲ぎ

こ
う皇

＝
伏ふ

く
ぎ羲

。
古
代
中
国
の
伝
説
の
天
子
﹈

　

老
病
に
し
て
閑
臥
に
耽
り　

深
山
に
草
堂
を
結
ぶ

　

情
は
双そ

う
け
つ闕

を
兼
ね
て
遠
く　

夢
は
數
峰
を
遶め
ぐ

り
て
長
し　
﹇
双そ
う
け
つ闕

＝
宮
殿
外
の
一
対
の
望
楼
﹈

　

虎
豹
庭
の
砌

み
ぎ
り

に
嘷ほ

え　

風
雲
棟
梁
に
出
ず
る

　

微
醺
し
て
事
え
る
所
無
く　

採
藥
し
て
高
岡
に
上
る

　

向
井
友
章
が
、
深
山
に
草
堂
を
結
ぶ
こ
と
を
詠
っ
た
詩
で
、『
林
岳
記
』
の
作
者
＝
「
友
章
」
説
の
材

料
に
も
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

■
陪
栢
梁
公
子
遊
東
福
山　

七
言
律
詩

　

翩
翩
公
子
謝
安
心　

時
向
東
山
別
業
尋　

招
隱
衡
門
停
白
馬　

忘
榮
薛
幄
挂
華
簪

　

欄
前
潮
水
南
天
湧　

屋
後
雲
烟
北
嶺
深　

歌
舞
何
須
絲
與
竹　

松
風
日
落
起
淸
音

　
　

栢
梁
公
子
に
陪
し
東
福
山
に
遊
ぶ

　

翩へ
ん
ぺ
ん翩

公
子
謝
し
て
心
を
安
ん
じ　

時
に
向
東
山
別
業
を
尋
ね
る　
﹇
翩へ

ん
ぺ
ん翩

＝
ひ
ら
ひ
ら
（
白
居
易
・
翩へ

ん
ぺ
ん翩

雄
与
雌
）﹈

　

招
隱
衡
門
白
馬
を
停
す　

榮
を
忘
れ
て
薛

よ
も
ぎ

の
幄

と
ば
り

華
簪
を
挂か

け
る　
﹇
招

し
ょ
う
い
ん隱

＝
隠
者
を
た
ず
ね
る
、
衡こ

う
も
ん門

＝
隠
者
の
家
﹈

　

欄
前
の
潮
水
南
天
に
湧
き　

屋
後
の
雲
烟
北
嶺
に
深
し　

　

歌
舞
何
ぞ
須
ら
く
絲
と
竹
の
み
と
す
べ
き
か　

松
風
日
落
ち
て
起
き
る
淸
音

　

向
井
友
章
が
、
栢
梁
公
子
こ
と
島
津
貴
品
の
お
供
を
し
て
、
東
福
山
に
遊
ん
だ
と
き
の
詩
で
す
。

■
初
春
聞
豫
章
公
子
信
宿
東
福
別
荘　

七
言
律
詩

　

聞
道
幽
情
愛
艶
陽　

行
厨
小
隊
宿
東
荘　

尋
花
胡
蝶
春
眠
靜　

帯
月
梅
林
夜
燕
香

　

湖
濶
冥
鴻
懷
范
蟸　

山
深
啼
鳥
思
劉
郎　

何
當
病
起
趨
陪
日　

更
奏
遊
仙
曲
一
章
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初
春
に
聞
く
、
豫
章
公
子
の
東
福
別
荘
に
信
宿
す
る
を　
﹇
信
宿
＝
二
泊
す
る
﹈

　

道
き
く
な
ら
く聞

幽
情
あ
り
て
艶
陽
を
愛
し　

行
こ
う
ち
ゅ
う厨

小
隊
東
荘
に
宿
す　
﹇
艶
陽
＝
晩
春
、
行

こ
う
ち
ゅ
う厨

＝
旅
の
弁
当
箱
﹈

　

花
を
尋
ね
胡
蝶
春
眠
靜
か
に
し
て　

月
帯
び
て
梅
林
夜
燕
香
る

　

湖
濶ひ

ろ

く
し
て
冥め

い
こ
う鴻

范は
ん
れ
い蟸

を
懷
し
み　

山
深
く
し
て
啼
鳥
劉
郎
を
思
う

　
　
　
　
﹇
冥め

い
こ
う鴻

＝
俗
世
を
避
け
る
志
あ
る
人
（
李
賀
）、
范は

ん
れ
い蟸

＝
春
秋
時
代
、
越
の
功
臣
﹈

　

何
ぞ
當ま

さ

に
病
起
き
て
も
陪
す
る
日
に
趨

お
も
む

く
べ
け
ん
や　

更
に
奏
す
遊
仙
曲
一
章

　

題
の
「
東
福
別
荘
」
を
、
詩
の
中
で
「
東
荘
」
と
表
現
し
て
い
ま
す
。

■
東
福
城
席
上
示
上
客
鶴
鳴　

七
言
絶
句

　

公
子
翩
翩
幾
個
多　

孟
甞
門
下
此
相
過　

携
來
自
有
行
厨
美　

醉
後
誰
爲
長
銕
歌

　
　
　

東
福
城
席
上　

上
客
鶴
鳴
に
示
す

　

公
子
翩
翩
幾
個
多
し　

孟
も
う
し
ょ
う甞

門
下
此
に
相
過
ぐ　
﹇
孟
も
う
し
ょ
う甞

＝
戦
国
時
代
の
孟
嘗
君
﹈

　

携
え
來
た
っ
て
自
か
ら
有
り
行
厨
の
美　

醉
い
て
後
誰
ぞ
爲
さ
ん
長

ち
ょ
う
き
ょ
う銕

歌

　
　
　
　
﹇
長

ち
ょ
う
き
ょ
う銕

＝
長
い
は
さ
み
、
戦
国
時
代
の
毛
遂
の
故
事
。
自
称
大
人
物
﹈

　

東
福
山
で
行
わ
れ
た
宴
の
席
の
と
き
の
詩
で
す
。

【
二
〇
一
六
年
一
月
追
記
】
初
稿
で
は
詩
題
を
「
上
客
に
鶴
の
鳴
く
を
示
す
」
と
読
ん
で
い
ま
し
た
が
、

「
上
客
鶴
鳴
に
示
す
」
に
訂
正
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
の
「
鶴
鳴
」
は
儒
学
者
・
市
川
鶴
鳴
の
こ
と
と
考

え
た
方
が
妥
当
で
す
。「
鶴
鳴
」
と
い
う
こ
と
ば
も
詩
的
な
こ
と
ば
で
す
の
で
、
詩
句
の
「
翩
翩
」
と

響
き
合
っ
て
も
い
ま
す
。
徂
徠
学
派
の
市
川
鶴
鳴
の
存
在
は
、
そ
の
後
の
文
化
崩
党
事
件
と
の
関
連
で

見
返
す
と
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
一
八
〇
〇
年
前
後
の
鹿
児
島
の
文
化
的
見
取
り
図
の
な
か

で
、
ま
だ
深
く
掘
り
起
こ
さ
れ
て
い
な
い
鉱
脈
の
ひ
と
つ
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

■
春
日
同
山
口
町
田
二
助
教
遊
東
福
別
荘　

七
言
絶
句
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SWALLOW-DALE  02

　

花
滿
名
園
二
月
春　

開
筵
置
酒
引
騒
人　

醉
來
相
和
高
歌
調　

風
起
翩
翩
白
雪
新

　
　
　

春
の
日
、
山
口
町
田
二
助
教
と
同
じ
う
し
て
、
東
福
別
荘
に
遊
ぶ

　

花
滿
つ
る
名
園
二
月
の
春　

筵
を
開
き
酒
を
置
き
騒そ

う
じ
ん人

を
引
く　
﹇
騒そ
う
じ
ん人

＝
詩
人
・
文
人
﹈

　

醉
い
來
た
っ
て
相
和
し
て
歌
の
調
べ
高
く　

風
起
つ
翩
翩
と
し
て
白
雪
新
た
な
り

　

山
口
・
町
田
ら
助
教
と
同
行
し
て
東
福
別
荘
に
遊
ん
だ
と
き
の
詩
で
す
。



平　田　芳　樹

2012年10月16日

 《 ENVOI 》

01  東郷さんの姿の向こうに漱石の庭を見とおす歴史的想像力を身につける。

02  2003 年に、多賀山で『林岳記』200 周年を祝わなかったことを後悔する。

03  2007 年は、島津貴澄の没後 200 年でした。

04  2012 年、今年は、末川周山編『浪の下草』200 周年、そして向井友章没
後 200 周年です。

©HIRATA YOSHIKI 2012
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