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立
志
の
教
育
（
一
）

人
生
に
お
い
て
「
こ
れ
を
成
し
遂
げ
よ
う
」
と
か
「
こ
の
よ
う
な
人
間
に
な
ろ
う
」
と
人
生
の
目
的
＝
志
を
は
っ
き
り
と

定
め
、
日
々
努
力
を
重
ね
て
い
く
こ
と
は
、
何
よ
り
も
大
切
に
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
志
が
曖あ

い

昧ま
い

模も

糊こ

と
し
て

い
る
場
合
が
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
若
く
し
て
志
が
定
ま
り
、
そ
の
後
も
一
貫
し
た
生
き
方
が
で
き
れ
ば
理
想
だ
が
、

そ
う
で
な
く
と
も
、
で
き
る
だ
け
早
く
人
生
の
的
を
射
抜
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
結
び
に
、
改
め
て
先
人
の
立
志
論

に
学
び
た
い
。

渓斎英泉『〈教訓〉心学図会』（天保 14 年刊）「一
生の計は幼年」「一月の計は朔日」「一年の計は
元日」「一日の計は鶏鳴」「一家の計は和順」の
五計と「元日は大晦日のはじめかな」の発句。
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志
は
人
生
の
舵

学
生
に
し
ろ
、
社
会
人
に
し
ろ
、「
あ
な
た
は
な
ぜ
学
ん
で
い
る
の
か
」「
な
ぜ
働
い
て
い
る
の
か
」
と
問
わ
れ
て
、
お
の

れ
の
志
を
即
答
で
き
た
ら
、
堅
固
な
立
志
の
人
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、「
上
の
学
校
へ
進

学
す
る
た
め
」
と
か
「
生
活
の
た
め
」
と
い
っ
た
手
段
の
回
答
で
は
、
明
確
な
志
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
志
に
は
、

人
生
の
目
的
や
自
己
の
存
在
理
由
に
根
ざ
し
た
確
固
た
る
動
機
が
欠
か
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
実
際
に
は
、
茫ぼ

う

漠ば
く

と
学
び
、
漠
然
と
働
く
人
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
か
く
い
う
私
も
二
七
歳
の

春
、
往
来
物
と
出
会
う
ま
で
は
た
い
し
た
志
も
も
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
偉
そ
う
な
こ
と
は
い
え
な
い
。

江
戸
時
代
の
文
献
を
ひ
も
と
く
と
、
立
志
に
関
す
る
記
述
は
い
く
ら
で
も
み
つ
か
る
が
、
た
と
え
ば
、
貝か

い

原ば
ら

益え
き

軒け
ん

は
『
大

和
俗
訓
』
四
巻
「
心
術
（
下
）」
で
こ
う
述
べ
て
い
る
（
原
本
四
巻
第
三
丁
表
）。

　

世
は
海
な
り
。
身
は
船
な
り
。
志
は
か（

舵
）ぢ

な
り
。
か
ぢ
を
あ
し
く
と
れ
ば
、
行ゆ
く

べ
き
か
た
に
ゆ
か
ず
、
風
波
に
あ
へ

ば
、
舟
く
つ
が
へ
る
が
如
し
。
志
の
も
ち
や
う
か（

肝

要

）

ん
よ
う
也
。
あ
し
く
志
を
も
て
ば
、
身
を
く
つ
が
へ
す
。
か
ぢ
の
と

り
や
う
あ
し
く
し
て
、
舟
を
く
つ
が
え
す
が
ご
と
し
。

い
わ
ば
、
志
は
人
生
の
羅
針
盤
で
あ
り
、
志
を
も
た
ぬ
人
は
、
人
生
と
い
う
航
海
に
さ
ま
よ
う
漂
流
船
の
ご
と
き
も
の
か

も
し
れ
な
い
。
ま
さ
し
く
、
益
軒
の
語
る
と
お
り
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
明
治
・
大
正
期
の
教
育
者
村む

ら

上か
み

専せ
ん

精じ
よ
うは

、『
立
志
論
』（
大
正
一
二
年
版
）
の
序
文
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　

人
の
人
た
る
所ゆ

え
ん以

の
も
の
は
、
志
を
立
つ
る
に
あ
り
。
人
に
し
て
若も

し
志
を
立
つ
る
こ
と
な
か
り
せ
ば
、
禽
獣
魚
鳥

の
類
と
何な

ん

等ら

の
区
別
あ
る
べ
か
ら
ず
。
人
に
し
て
志
を
立
つ
る
の
必
要
な
る
こ
と
、
之こ
れ

を
植
物
に
譬た
と

ふ
る
に
根
の
必
要

な
る
が
如
し
と
謂い

ふ
べ
し
。
…
今
吾わ
れ

等ら

人
類
と
し
て
世
に
生
存
し
、
事
を
な
さ
ん
と
す
る
も
の
、
先
づ
以
て
志
を
立
つ

べ
し
。
志
を
立
つ
る
は
実
に
成
業
の
初
め
な
り
。
古
来
人
多
し
と
雖い

え
ども

、
未
だ
志
を
立
て
ず
し
て
成
業
せ
し
も
の
あ
る

を
聞
か
ず
。
…
凡お
よ

そ
動
物
は
志
を
立
つ
る
と
い
ふ
こ
と
な

し
、
其
の
働
く
や
唯た

だ

現
実
的
な
り
、
然
る
に
人
は
必
ず
志

を
立
て
、
其
の
志
の
た
め
に
働
く
と
こ
ろ
あ
つ
て
、
始
め

て
人
た
る
の
資
格
を
有
す
と
謂
ふ
べ
し
。

す
な
わ
ち
、
立
志
は
人
間
を
人
間
た
ら
し
め
る
要
件
で
あ
り
、

動
物
は
も
っ
ぱ
ら
「
現
実
的
」
な
存
在
だ
と
指
摘
す
る
。
そ
う

い
え
ば
、
以
前
、
あ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の

知
性
の
研
究
で
知
ら
れ
る
京
都
大
学
教
授
松
沢
哲
郎
氏
の
講
演

を
拝
聴
し
、「
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
そ
こ
に
あ
る
も
の
だ
け
し
か

見
な
い
が
、
人
間
は
そ
こ
に
な
い
も
の
を
見
る
（
想
像
す
る
）

こ
と
が
で
き
る
。
人
間
と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
で
は
、
認
識
で
き

る
時
間
と
空
間
の
広
が
り
に
大
き
な
差
が
あ
る
。
人
間
は
、
未

来
を
想
像
す
る
力
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、
絶
望
も
し
、
希
望
を
も

つ
こ
と
も
で
き
る
。チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
は
希
望
も
絶
望
も
な
い
」

と
教
わ
っ
た
。

貝原益軒『大和俗訓』（宝永 6 年刊）左頁は竹田定直（春庵）の序文冒頭。定直
は益軒に師事し、学問全般を学び、のちに益軒の推薦で福岡藩儒となった。
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目
の
前
の
現
実
し
か
見
え
な
い
の
な
ら
、
た
し
か
に
禽
獣
魚
鳥
と
の
違
い
は
な
い
。
そ
の
最
た
る
特
長
を
、
村
上
専
精
は

「
立
志
あ
る
が
ゆ
え
に
人
間
な
り
」
と
表
現
し
、立
志
に
欠
か
せ
な
い
自
覚
を
「
大
胆
小
心
」
の
四
字
に
集
約
し
た
。「
大
胆
」

と
は
「
自
分
を
重
ん
ず
る
心
」「
自
分
を
信
ず
る
心
」
で
あ
り
、「
小
心
」
と
は
「
恭き

よ

敬う
け
い（

慎
み
敬
う
）・
謹
慎
（
行
い
を
慎
む
）」

で
あ
る
。
前
者
は
、
自
分
が
い
か
な
る
偉
人
・
豪
傑
と
も
変
わ
ら
な
い
、
同
じ
尊
い
人
間
で
あ
る
と
信
じ
、
お
の
れ
の
天
命

に
任
せ
て
何
事
も
恐
れ
な
い
信
念
を
持
つ
こ
と
、
後
者
は
、
何
事
も
慎
ん
で
大
切
に
思
い
、
細
心
の
注
意
を
払
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
彼
は
、
両
者
の
関
係
を
「
大
胆
は
眼
の
如
く
、
小
心
は
足
の
如
し
」
と
た
と
え
た
（
前
掲
書
九
頁
）。

…
足
の
歩
行
は
眼
あ
つ
て
之
を
見
る
に
依よ

る
。
眼
あ
つ
て
之
を
見
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
足
あ
り
と
雖い
え

ど
も
、
進
む
こ
と
は

出
来
ぬ
。
即
ち
眼
は
足
の
歩
行
を
指
導
す
る
力
あ
る
と
共
に
、
又
足
は
眼
の
指
導
を
受
け
て
之
を
実
践
す
る
も
の
で
あ

る
。
大
胆
と
小
心
と
の
関
係
も
亦ま

た

実
に
斯こ

ん
な
も
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
此こ
こ

に
千
万
円
の
金
を
貯
蓄
せ
ん
と
す
る
者
あ
れ

ば
、
即
ち
一
種
の
大
胆
家
で
あ
る
。
彼
れ
は
此
の
大
望
あ
る
が
た
め
、
平
素
厘り

ん

毛も
う

の
出
納
に
注
意
す
る
に
相
違
な
い
。

是
れ
即
ち
小
心
で
あ
る
。
彼
れ
に
此
小
心
あ
れ
ば
先
き
の
大
望
を
成
就
す
る
で
あ
ら
う
。
若も

し
此
の
小
心
な
か
り
せ
ば
、

先
き
の
大
望
は
成
就
せ
ず
、
全
く
空
想
を
以
て
了お

わ

る
に
相
違
な
い
。
大
胆
と
小
心
と
相
離
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
概
し
て

こ
ん
な
も
の
で
あ
る
。

森
信
三
、一
三
歳
の
衝
撃

明
治
・
大
正
・
昭
和
・
平
成
を
生
き
抜
い
た
偉
大
な
教
育
者
森も

り

信の
ぶ

三ぞ
う

（
一
八
九
六
～
一
九
九
二
）
一
三
歳
の
正
月
の
逸
話

で
あ
る
。
信
三
少
年
は
、
父
と
と
も
に
祖
父
の
家
へ
新
年
の
挨
拶
に
行
き
、
祖
父
に
歳
を
尋
ね
ら
れ
た
。「
一
三
歳
に
な
り

ま
し
た
」
と
答
え
る
と
、
祖
父
か
ら
「
一
三
歳
と
い
う
歳
は
、
人
間
の
一
生
で
い
ち
ば
ん
大
事
な
時
だ
が
知
っ
て
い
る
か
」

と
言
わ
れ
、
頼ら

い

山さ
ん

陽よ
う

が
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
の
正
月
、
数
え
一
四
歳
（
満
年
齢
で
一
二
歳
と
数
日
）
の
と
き
に
詠
じ
た

漢
詩
「
述
懐
」
を
教
わ
っ
た
（
寺
田
清
一
編
、
森
信
三
講
述
『
中
・
高
生
の
た
め
の
「
人
間
の
生
き
方
」』
一
〇
頁
）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
有
三
春
秋
（
じ
ゅ
う
ゆ
う
さ
ん
し
ゅ
ん
じ
ゅ
う
）

逝
者
已
如
水
（
ゆ
く
も
の
は
す
で
に
み
ず
の
ご
と
し
）

天
地
無
始
終
（
て
ん
ち
し
じ
ゅ
う
な
く
）

人
生
有
生
死
（
じ
ん
せ
い
せ
い
し
あ
り
）

安
得
類
古
人
（
い
ず
く
ん
ぞ
こ
じ
ん
に
る
い
し
て
）

千
載
列
青
史
（
せ
ん
ざ
い
せ
い
し
に
れ
っ
す
る
を
え
ん
や
）

あ
あ
、
い
つ
の
間
に
や
ら
、
も
う
一
三
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

ウ
カ
ウ
カ
し
て
は
い
ら
れ
な
い
。
時
は
流
水
の
よ
う
に
流
れ
去
っ
て
ゆ
く
。

こ
の
大
宇
宙
に
は
始
め
も
な
く
終
わ
り
も
な
い
が
、

人
間
の
一
生
は
じ
つ
に
短
い
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
短
い
人
間
の
一
生
に
お
い
て
、

ど
う
し
た
ら
、
む
か
し
の
偉
い
人
た
ち
と
肩
を
な
ら
べ
て

歴
史
に
そ
の
名
の
残
る
よ
う
な
人
間
に
な
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

現
代
な
ら
小
学
校
卒
業
前
後
の
年
ご
ろ
で
あ
る
。
そ
ん
な
少
年
時
代
に
頼
山
陽

葛飾北斎『画本千字文』（天保 6 年刊）の会読風景　江戸時代の儒学は、ま
ず暗唱中心の「素読」から始め、つぎに師匠の解説によって意味内容を理解
する「講釈」や、数人が同じ書物を読み合ったり討議し合う「会読」をつう
じて深めていった。
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は
か
く
も
大
き
な
志
を
抱
い
て
い
た
。
信
三
少
年
は
こ
の
詩
を
聞
か
さ
れ
、「
五
体
を
大
地
に
た
た
き
つ
け
ら
れ
た
よ
う
な
」

衝
撃
を
覚
え
、
初
め
て
「
人
生
」
に
本
気
で
向
き
合
っ
た
と
い
う
。
自
ら
「「
人
生
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
初
め
て
心
の

底
ふ
か
く
、
タ
ネ
ま
き
が
な
さ
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
今
日
に
到
る
ま
で
、
わ
た
く
し
の
人
生
の
歩
み

の
上
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
か
つ
そ
の
根
本
動
力
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
」
と
回
想

し
た
（
前
掲
書
一
二
頁
）。

『
修
身
教
授
録
』
に
学
ぶ
立
志

昭
和
六
年
に
大
阪
天
王
寺
師
範
学
校
（
現
、
大
阪
教
育
大
学
）
の
専
任
教
諭
と
な
っ
た
森
信
三
は
、
昭
和
一
二
・
一
三
年

の
二
年
間
、
修
身
科
の
講
義
を
学
生
に
口
述
筆
記
さ
せ
た
。
そ
の
講
義
録
が
『
修

し
ゆ
う

身し
ん

教き
よ

授う
じ

録ゆ
ろ
く』

で
あ
る
（
昭
和
一
五
年
に
全

五
巻
で
刊
行
。
そ
の
抄
録
が
平
成
元
年
、
致
知
出
版
社
よ
り
復
刊
）。
当
時
の
国
定
教
科
書
は
徳
目
的
に
偏
っ
て
お
り
、
そ

の
内
容
に
満
足
で
き
な
か
っ
た
森
信
三
が
、
修
身
教
科
書
を
ま
っ
た
く
使
わ
ず
に
口
授
し
た
も
の
で
、
当
時
と
し
て
は
異
例

中
の
異
例
、
森
信
三
も
「
退
職
覚
悟
」
の
肚は

ら

を
決
め
て
実
施
し
た
、
い
わ
ば
魂
の
講
義
だ
っ
た
。
こ
の
『
修
身
教
授
録
』（
第

二
部
）
か
ら
立
志
に
関
す
る
記
述
を
抜
粋
し
て
み
よ
う
。

【
第
二
講
「
立
志
」】

○
真
に
志
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
二
度
と
な
い
人
生
を
い
か
に
生
き
る
か
と
い
う
、
生
涯
の
根
本
方
針
を
洞
察

　
す
る
見
識
、
並
び
に
そ
れ
を
実
現
す
る
上
に
生
ず
る
一
切
の
困
難
に
打
ち
克
つ
大
決
心
を
打
ち
立
て
る
覚
悟
が
な
く
て

　
は
な
ら
ぬ
の
で
す
。

○
真
の
志
と
は
、
自
分
の
心
の
奥
底
に
潜
在
し
つ
つ
、
常
に
そ
の
念
頭
に
現
れ
て
、
自
己
を
導
き
、
自
己
を
激
励
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
す
。

○
人
が
そ
の
一
言
を
慎
み
、
一
つ
の
行
を
も
お
ろ
そ
か
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
根
本
に
お
い
て
、
そ
の
人
が
、

こ
の
人
生
に
対
し
て
志
す
と
こ
ろ
が
高
く
、
か
つ
深
い
と
こ
ろ
か
ら
発
す
る
の
だ
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

○
そ
も
そ
も
世
の
中
の
こ
と
と
い
う
も
の
は
、
真
実
に
心
に
願
う
こ
と
は
、
も
し
そ
れ
が
単
な
る
私
心
に
基
づ
く
も
の
で

な
い
以
上
、
必
ず
や
い
つ
か
は
、
何
ら
か
の
形
で
成
就
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

○
こ
の
肉
体
の
生
き
て
い
る
間
に
、
不
滅
な
精
神
を
確
立
し
た
人
だ
け
が
、
こ
の
肉
の
か
ら
だ
の
朽
ち
去
っ
た
後
に
も
、

そ
の
精
神
は
な
お
永
遠
に
生
き
て
、
多
く
の
人
々
の
心
に
火
を
点
ず
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

【
第
七
講
「
大
志
を
抱
け
」】

○
人
間
は
、
そ
の
志
を
立
て
て
初
め
て
そ
の
人
の
真
価
が
現
れ
る
の
で
す
。
志
を
立
て
な
い
人
間
と
い
う
も
の
は
、
い
か

に
才
能
の
あ
る
人
で
も
、
結
局
は
酔
生
夢
死
の
徒
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。

○
野
心
と
か
大
望
と
い
う
は
、
畢ひ

つ

竟き
よ
うす
る
に
自
己
中
心
の
も
の
で
す
。
す
な
わ
ち
自
分
の
名
を
高
め
、
自
己
の
位
置
を
獲

得
す
る
こ
と
が
そ
の
根
本
動
機
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
真
の
志
と
は
、
こ
の
二
度
と
な
い
人
生
を
ど

の
よ
う
に
生
き
た
ら
、
真
に
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
き
た
甲
斐
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
、
心
中
で
つ
ね
に
忘
れ

ぬ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
結
局
最
後
は
、「
世
の
た
め
人
の
た
め
に
」
と
い
う
所
が
な
く
て
は
真
の
意
味

で
志
と
は
言
い
が
た
い
の
で
す
。

要
す
る
に
、
森
信
三
の
い
う
真
の
志
は
、
①
生
涯
の
決
心
や
覚
悟
を
と
も
な
う
も
の
、
②
つ
ね
に
意
識
し
実
践
し
つ
づ
け

る
も
の
、
③
特
定
の
個
人
・
地
域
・
時
代
を
超
越
し
得
る
も
の
、
の
三
点
が
要
諦
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
手
柄
を
立
て
立
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身
出
世
を
望
む
「
青
雲
の
志
」
は
真
の
「
大
志
」
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
「
野
心
」
に
ち
か
い
。

最
初
の
問
い
に
戻
ろ
う
。
あ
な
た
は
「
な
ぜ
学
ぶ
の
か
」、
そ
し
て
「
な
ぜ
働
く
の
か
」。
そ
れ
に
対
す
る
即
答
が
、
い
ま

の
自
分
自
身
な
の
で
あ
る
。「
人
は
一
言
に
て
そ
の
志
を
知
ら
る
」
─
─
こ
れ
を
改
め
て
肝
に
銘
じ
た
い
。

立
志
の
教
育
（
二
）

前
項
に
つ
づ
き
、
佐さ

藤と
う

一い
つ

斎さ
い

の
『
言げ
ん

志し

四し

録ろ
く

』
を
中
心
に
江
戸
時
代
の
立
志
論
を
一い
ち

瞥べ
つ

す
る
。
学
問
に
お
け
る
立
志
の
重

要
性
、
立
志
の
方
法
や
立
志
の
効
用
な
ど
、
立
志
を
考
え
る
視
点
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
出
会
い
や
機
縁

を
つ
う
じ
て
そ
の
志
を
大
き
く
育
て
、
不
屈
の
精
神
で
『
群
書
類
従
』
な
ど
の
大
事
業
を
成
し
遂
げ
た
百ひ

や

折く
せ

不つ
ふ

撓と
う

の
人
、
塙は
な

保わ
ほ

己き

一い
ち

の
生
涯
を
た
ど
り
つ
つ
、「
盲
に
し
て
盲
な
ら
ぬ
」
保
己
一
の
生
き
方
に
学
び
た
い
。

塙保己一旧宅（埼玉県本庄市児玉町保木野。
国指定史跡）。入母屋造りの茅葺き二階建て
の生家が現代に伝わる（今も子孫が居住）。
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江
戸
の
立
志
論
─
─
『
言
志
四
録
』
を
中
心
に

こ
れ
ま
で
も
何
度
か
引
用
し
て
き
た
佐
藤
一
斎
の
語
録
集
『
言
志
四
録
』
に
も
、「
立
志
」
に
つ
い
て
の
記
述
は
多
い
。

本
書
を
柱
に
、
適
宜
、
他
の
文
献
も
援
用
し
て
、
江
戸
の
立
志
論
を
概
観
し
て
み
た
い
（
▼
印
の
部
分
は
久く

須す

本も
と

文ぶ
ん

雄ゆ
う

全
訳

注
『
座
右
版 

言
志
四
録
』
を
参
照
し
た
）。

①
志
を
立
て
て
か
ら
学
べ

▼
学
問
を
始
め
る
際
に
は
、
必
ず
大
人
物
に
な
ろ
う
と
す
る
確
乎
た
る
志
を
立
て
て
か
ら
、
書
物
を
読
む
べ
き
で
あ
る
。
そ

う
せ
ず
に
、
た
だ
徒い

た
ずら

に
、
見
聞
を
広
め
る
こ
と
だ
け
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
、
お
ご
っ
て
人
を
あ
な
ど
る
心
を

増
長
さ
せ
、
あ
る
い
は
自
分
の
非
行
を
偽
る
よ
う
な
こ
と
に
な
ら
な
い
か
と
心
配
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ「
敵
に
武

器
を
貸
し
与
え
、
盗
賊
に
食
料
を
給
す
る
」
よ
う
な
も
の
で
、
ま
こ
と
に
恐
る
べ
き
こ
と
だ
。 

〔『
言げ
ん

志し

耋て
つ

録ろ
く

』
一
四
条
〕

学
問
に
立
志
が
大
切
な
こ
と
は
、
貝
原
益
軒
も
、『
大や

ま
と和

俗ぞ
く

訓く
ん

』
一
巻
「
為い

学が
く

（
上
）」（
原
本
一
巻
第
一
三
丁
表
）
で
、

　

学
問
は
先ま

ず

志
を
立た
つ

る
を
以
て
本
と
す
。
志
と
は
、
心
の
ゆ
く
所
也
。
道
を
知
り
行
な
ひ
て
、
君
子
に
至
ら
ん
と
思
ふ

心
つ
ね
に
を
こ
た
り
な
く
、
念
々
や
ま
ざ
る
を
、
志
を
立
る
と
云
。
志
た
ゝ
ざ
れ
ば
、
学
ぶ
事
成
就
せ
ず
。
故
に
、
古

人
も
「
志
あ
る
者
は
、
其
事
つ
ゐ
に
成な

る

」
と
い
ひ
、
又
「
志
た
つ
は
、
学
の
半
な
か
ば

也
」
と
い
へ
り
。
…
よ
ろ
づ
の
事
、
先ま
ず

本
を
つ
と
む
べ
し
。
志
を
立
る
は
学
問
の
本
な
り
。
志
を
立
る
に
は
勇
猛
な
る
べ
し
。
柔
弱
に
し
て
、
を
こ
た
る
べ
か

ら
ず
。
を
こ
た
れ
ば
、
し
る
し
な
く
し
て
は
か
ゆ
か
ず
。
道
を
求
る
に
せ
ち
な
る
志
は
、
た
と
へ
ば
飢
て
食
を
求
め
、

渇
き
て
湯
水
を
求
る
が
如
く
な
る
べ
し
。　

と
述
べ
て
い
る
と
お
り
で
、
立
志
は
学
問
の
成
就
に
不
可
欠
の
要
件
と
さ
れ
た
。
学
問
に
お
け
る
志
と
は
、
道
を
学
び
実
践

し
て
「
君
子
に
近
づ
き
た
い
」
と
常
に
思
い
つ
づ
け
て
努
め
る
こ
と
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
志
を
立
て
る
た
め
に
は
、
勇
気

を
強
く
奮
い
立
た
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
が
、
こ
の
教
え
は
す
べ
て
の
こ
と
に
当
て
は
ま
る
。

②
志
あ
る
者
は
、
す
べ
て
が
学
び
と
な
る

▼
し
っ
か
り
と
志
─
目
的
─
を
確
立
し
、
こ
れ
を
ど
こ
ま
で
も
追
求
す
る
と
き
は
、
た
と
え
薪ま

き

や
水
を
運
ん
だ
り
す
る
日
常

平
凡
な
こ
と
で
も
、
学
ぶ
べ
き
も
の
が
存
在
す
る
。
ま
し
て
読
書
し
た
り
、
も
の
ご
と
の
道
理
を
推
し
窮
め
る
場
合
は
、

な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
志
が
確
立
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
一
日
中
読
書
を
し
て
い
て
も
、
そ
れ
は
無
駄
ご

と
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
学
問
を
す
る
に
は
、
ま
ず
第
一
に
志
を
確
立
す
る
よ
り
大
切
な
こ
と
は
な
い
。　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
言
志
録
三
二
条
〕

立
志
が
大
切
な
の
は
、
志
の
有
無
に
よ
っ
て
得
る
も
の
が
大
き
く
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。『
大
学
』（
伝
七
章
）
に
「
心
こ

こ
に
在あ

ら
ざ
れ
ば
、
視み

れ
ど
も
見
え
ず
、
聴
け
ど
も
聞
こ
え
ず
、
食
ら
え
ど
も
そ
の
味
を
知
ら
ず
」
と
あ
る
の
も
、
こ
の
謂

い
で
あ
る
。

ま
た
、
国
学
者
鈴す

ず

木き
あ

朖き
ら

の
学
問
論
『
離は
な

屋れ
や

学が
つ

訓く
ん

』
も
、「
諸
芸
ノ
五
具
」、
す
な
わ
ち
、
学
問
・
諸
芸
の
五
要
件
（
師
・
友
・

書
籍
・
精
力
・
志
）
の
う
ち
、「
志
」
が
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
（
原
本
第
一
九
丁
表
）。

　

道
・
芸
ノ
二
ツ
ヲ
学
ブ
ニ
、
肝
要
・
入
用
ノ
具
、
ス
ベ
テ
五い

つ
つア

リ
。
師
ト
、
友
ト
、
書
籍
ト
、
身
ノ
精
力
ト
、
志
ト
、

是
也
。
コ
ノ
五
ツ
ノ
具
ノ
中
ニ
特
ニ
貴
キ
モ
ノ
ハ
志
ナ
リ
。
志
ア
ル
モ
ノ
ハ
事
ツ
ヒ
ニ
成
ル
ト
云
語
ア
リ
。
志
ナ
キ
者
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ノ
事
ノ
成
リ
シ
タ
メ
シ
ナ
シ
。
志
ダ
ニ
ア
レ
バ
精
力

モ
其
方
ニ
ハ
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
強
ク
ナ
リ
、
師
・
友
・
書

籍
モ
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
好
ム
所
ニ
ハ
集
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
志

ナ
キ
者
ハ
、
師
ニ
遭
ヘ
ド
モ
問
ハ
ズ
。
徒
ラ
ニ
市い

ち

人び
と

ニ
向
フ
ガ
如
ク
、
師
モ
亦
「
奈な

々な

何か

々か

（
奈
何
奈
何

か
）
ト
イ
ハ
ザ
ル
者
ヲ
バ
、
我
イ
カ
ン
ト
モ
セ
ン
方

ナ
シ
」
ト
見
限
ル
ベ
シ
。
サ
レ
バ
、
人
ヲ
諫い

さ
むル

者
ハ

世
ニ
乏
シ
カ
ラ
ズ
、
諫
ヲ
受
ル
人
ノ
ナ
キ
ガ
如
ク
、

教
フ
ル
者
ノ
無
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
シ
テ
、
タ
ヾ
志
深
ク
学

③
志
が
邪
念
・
妄
念
を
一
掃
す
る

▼
聖
賢
の
道
を
学
ぼ
う
と
志
す
人
は
、
鋭
利
な
刀
と
同
じ
で
、
多
く
の
邪
な
る
も
の
が
し
り
ご
み
し
て
退
く
。
こ
れ
に
反
し

て
、
志
の
無
い
人
は
、
な
ま
く
ら
刀
と
同
じ
で
、
子
供
で
さ
え
も
侮
っ
て
ば
か
に
す
る
。　
　
　
　
　
〔
言
志
録
三
三
条
〕

▼
暇
に
ま
か
せ
て
つ
ま
ら
な
い
こ
と
を
考
え
た
り
、ま
た
環
境
に
対
し
て
く
だ
ら
ぬ
こ
と
を
感
じ
た
り
す
る
の
は
、ま
だ
し
っ

か
り
と
志
が
確
立
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
つ
の
志
が
確
立
し
て
お
れ
ば
、
多
く
の
邪
念
妄
想
が
こ
と
ご
と
く
退
散

し
て
服
従
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
を
譬
え
て
み
る
と
、
清
ら
か
な
泉
が
湧
き
出
る
と
、
そ
の
傍
ら
の
水
は
そ
れ
に
混
入

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
言
志
後
録
一
八
条
〕

た
し
か
に
、
志
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
、
余
計
な
こ
と
を
考
え
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
境
地
に
い
た
る
前
の

段
階
で
は
、
貝
原
益
軒
が
『
大
和
俗
訓
』
一
巻
「
為
学
（
上
）」（
原
本
一
巻
第
一
三
丁
裏
）
で
諭
す
よ
う
に
、
学
問
以
外
の

「
外
物
」
や
「
外
欲
」
に
心
を
奪
わ
れ
ず
、
つ
ね
に
志
す
と
こ
ろ
に
集
中
す
る
努
力
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

只
此
道
（
学
問
の
道
）
に
心
を
一
す
ぢ
に
す
べ
し
。
外
物
に
心
を
う
ば
ゝ
る
べ
か
ら
ず
。「
物
を
翫

も
て
あ
そべ
ば
、
志
を
う

し
な
ふ
（
珍
奇
な
も
の
に
溺
れ
て
、
大
切
な
志
を
失
う
）」
と
『
尚
書
』
に
も
い
へ
り
。
云い

う

意こ
こ
ろは
、
耳じ

目も
く

口こ
う

体た
い

に
こ
の

む
所
の
外
欲
に
耽ふ

け

り
、
外
物
を
こ
の
み
、
或
あ
る
い
は、

無
益
の
雑
芸
を
一
向
に
す
き
こ
の
み
て
、
心
を
か
た
ぶ
く
る
の
類
は
、

皆
是
、
物
を
も
て
あ
そ
ぶ
也
。
か
く
の
ご
と
く
外
物
に
心
を
う
つ
せ
ば
、
道
を
学
び
て
君
子
と
な
る
志
を
う
し
な
ふ
。

万
の
外
物
の
翫
び
・
こ
の
み
、
皆
、
志
を
そ
こ
な
ふ
も
の
也
。
程て

い

子し

の
曰い
わ
く、
専
一
な
ら
ざ
れ
ば
、
直す
ぐ

に
遂と
ぐ

る
事
あ
た
は

ず
。
云い

う
こ
こ
ろ意は

、
一
す
ぢ
に
な
さ
ヾ
れ
ば
、
行
ひ
と
ぐ
る
事
成
が
た
し
。

ブ
事
ヲ
好
ム
者
ノ
得
ガ
タ
キ
也
。
人
、
志
ダ
ニ
深
ク
篤あ
つ

ケ
レ
バ
、
ア
ナ
ガ
チ
ニ
明
師
・
良
友
ヲ
ノ
ミ
師
友
ト
ハ
セ
ズ
。

常
ニ
交
ル
世
中
ノ
人
、
常
ニ
見
聞
ス
ル
世
中
ノ
物
事
、
皆
我
師
友
ナ
リ
。

鈴
木
朖
は
、
道
（
学
問
）・
芸
（
技
芸
）
の
二
つ
を
学
ぶ
場
合
に
肝
要
か
つ
必
要
な
手
段
と
し
て
、「
師
」「
友
」「
書
籍
」、

そ
し
て
お
の
れ
の
「
精
力
」
と
「
志
」
の
五
つ
が
あ
る
が
、
こ
の
な
か
で
と
く
に
重
要
な
の
が
「
志
」
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、

「
志
あ
る
者
は
、
つ
い
に
成
る
」
と
い
う
言
葉
の
よ
う
に
、「
志
な
き
者
が
事
を
成
し
た
例た

め
しは

な
い
。
志
さ
え
あ
れ
ば
精
力
も

お
の
ず
と
強
く
な
り
、
師
・
友
・
書
籍
も
お
の
ず
か
ら
好
む
と
こ
ろ
に
集
ま
る
も
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
志
が
深
け
れ
ば
、

世
の
中
の
人
も
事
物
も
す
べ
て
我
が
師
友
と
な
る
。
よ
っ
て
、
鈴
木
朖
は
、「
学
問
を
好
む
心
が
深
く
て
厚
く
、
そ
の
志
の

高
く
大
き
い
こ
と
ほ
ど
望
ま
し
い
こ
と
は
な
い
」
と
し
た
。

鈴木朖『離屋学訓』（文政 11 年序・刊）
表紙　国学から儒学までの体系的な学問論
で、「学問ノ主意」「四教四科ノ名義」「徳
行ノ学大意」など 10章に分けて説く。
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④
堅
固
な
志
は
内な
い

省せ
い

か
ら
生
ま
れ
る

こ
れ
は
『
言
志
四
録
』
の
記
述
で
は
な
い
が
、
通
俗
平
易
な
心
学
書
を
数
多
く
著
し
た
心
学
者
脇
坂
義
堂
は
、『
心し

ん

学が
く

教き
よ

諭う
ゆ

録ろ
く

』
三
篇
上
巻
「
僧
我
身
に
立
帰
り
、
仏
を
得
し
譬ひ

喩ゆ

」（『
石
門
心
学
書
集
成
』
九
巻
四
八
九
頁
）
で
、
お
の
れ
を
深
く

見
つ
め
、
お
の
れ
を
知
る
大
切
さ
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
諭
す
。

　

す
べ
て
人に

ん

間げ
ん

世せ
い

の
肝
要
は
、
偏ひ
と
えに

我
身
に
立
か
へ
り
、
我
身
を
知
る
こ
と
な
り
。
我
身
を
知
る
ほ
ど
世
に
あ
き
ら
か

な
る
知
恵
は
あ
ら
じ
。
我
に
立
か
へ
り
我
を
よ
く
知
る
時
は
心
う
ご
か
ず
、
志

こ
こ
ろ
ざし

よ
く
道
に
定さ
だ
まる

な
り
。
こ
の
志
し
定

る
時
は
、心
み
だ
り
に
は
せ
ず
し
て
常
に
身し

ん

心じ
ん

静し
ず
かな

り
。
此
心
静
な
る
時
は
、何
事
も
処
す
る
所
お
の
づ
か
ら
安
し
（
何

事
に
も
落
ち
着
い
て
対
処
で
き
る
）。

他
方
、
女
流
心
学
者
の
慈じ

音お
ん

尼に

（
蒹け
ん

葭か

）
は
『
蒹け
ん

葭か

反ほ

古ご
し

集ゆ
う

』（
の
ち
に
『
道ど
う

得と
く

問も
ん

答ど
う

』
と
改
題
）
二
巻
の
「
夫そ
れ

熟つ
ら
つ
らお

も

ふ
に
、
人
は
善
に
ほ
こ
ら
ず
、
物
と
あ
ら
そ
は
ざ
る
人
こ
そ
、
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ
の
段
」（『
石
門
心
学
書
集
成
』
二
巻
六
四

頁
）
で
、
道
を
極
め
る
に
は
自
我
を
忘
れ
る
こ
と
だ
と
語
る
。

　

誠
に
道
に
志
深
き
人
は
、
み
づ
か
ら
明

あ
き
ら
かに

我わ
が

非ひ

を
知
る
ゆ
へ
に
、
志
常
に
み
た
ず
し
て
、
終つ
い

に
も
の
に
ほ
こ
る
事
な

し
。
武も

の

士の
ふ

の
道
は
我わ
れ

な
く
て
も
の
ゝ
ふ
に
な
り
、
和
歌
の
道
は
我
な
く
て
和
歌
に
成
と
か
や
。
万
の
道
、
我
な
く
な
ら

で
は
、
そ
の
道
の
達
人
と
は
い
は
れ
ま
じ
。

道
に
志
が
深
い
人
は
、「
自
分
の
非
を
明
ら
か
に
知
る
た
め
、
つ
ね
に
志
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
最
後
ま
で
誇
る

こ
と
が
な
い
」
と
し
、
武
士
の
道
で
あ
れ
、
和
歌
の
道
で
あ
れ
、
自
我
を
去
っ
て
そ
の
道
を
極
め
る
の
で
あ
り
、
い
か
な
る

道
も
、
自
我
を
滅
す
る
ま
で
は
、
そ
の
道
の
達
人
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
。
こ
の
主
張
は
、
道
元
禅
師
が
『
正し

よ

法う
ぼ

眼う
げ

蔵ん
ぞ
う』

で
述
べ
た
「
仏
道
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
自
己
を
な
ら
ふ
也
。
自
己
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
自
己
を
わ
す
る
ゝ
な
り
」
を
想
起
さ

せ
、
脇
坂
義
堂
の
「
我
が
身
を
知
る
」
の
先
を
行
く
境
地
で
あ
ろ

う
。い

ず
れ
に
せ
よ
、
脚き

や

下つ
か

照し
よ

顧う
こ

や
内な
い

省せ
い

の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
志

は
よ
り
堅
固
な
も
の
と
な
る
。
志
を
突
き
詰
め
る
こ
と
は
「
己
を

知
る
こ
と
」、
さ
ら
に
は
「
己
を
忘
れ
る
こ
と
」
で
あ
り
、
自
我

を
去
っ
た
志
こ
そ
「
大
志
」
と
呼
ぶ
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

⑤
大
志
は
引
き
継
が
れ
る

▼
人
間
は
と
て
も
百
歳
ま
で
長
生
き
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
、
志
だ
け
は
永
久
に
朽
ち
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
い
け

　
な
い
。
志
が
永
久
に
朽
ち
な
け
れ
ば
、
そ
の
人
の
な
し
た
事
業

　
も
永
久
に
朽
ち
な
い
も
の
と
な
る
。
そ
の
事
業
が
永
久
に
朽
ち

　
な
い
も
の
な
ら
、
そ
の
人
の
名
も
永
久
に
朽
ち
る
こ
と
が
な
い
。

　
そ
の
名
が
永
久
に
朽
ち
な
け
れ
ば
、
代
々
の
子
孫
も
永
久
に
朽

　
ち
る
こ
と
が
な
い
。
　
　
　
　
　 〔『
言
志
耋
録
』
二
二
八
条
〕

慈音尼（蒹葭）『蒹葭反古集』（宝暦 6 年刊）2 巻冒頭（左は改題本の安永 3年刊『道
得問答』）。梅岩の講話の聞書などを中心にまとめた心学書。作者は梅岩の高弟で、
江戸にはじめて石門心学を広めた女流心学者。
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佐
藤
一
斎
は
八
八
歳
と
長
寿
だ
っ
た
が
、『
言
志
四
録
』
の
な
か
で
も
晩
年
の
『
言
志
耋
録
』
に
立
志
の
記
述
が
目
立
つ
。

お
の
れ
の
人
生
を
振
り
返
っ
て
、
ま
す
ま
す
立
志
の
大
切
さ
を
実
感
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

大
志
な
ら
ず
と
も
、子
供
が
父
母
の
志
を
見
習
う
こ
と
は
、『
女お

ん

芸な
げ

文い
ぶ

三ん
さ

才ん
さ

図い
ず

会え

』
所
収
の
「
教
訓
百
ヶ
条
」
第
二
条
（『
江

戸
時
代
庶
民
文
庫
』
一
巻
四
六
一
頁
）
に
「
お
さ
な
き
時
は
、
言
葉
を
も
つ
て
教お

し
えさ

と
す
而の

已み

に
て
は
聞き
き

う
く
る
事
な
し
。

を
し
へ
ず
と
も
父ち

ち

母は
は

・
め
の
と
（
乳
母
）
の
心
ざ
し
を
自
然
と
見
習
ふ
物
な
れ
ば
、
父
母
行
義
よ
く
正
し
け
れ
ば
、
子
は
教
お
し
え

ず
し
て
正
し
く
成
ぬ
べ
き
事
」
と
あ
り
、『
五
倫
訓
』
附
録
の
「
礼れ
い

学が
く

童ど
う

蒙も
う

必ひ
つ

用よ
う

」（『
近
世
育
児
書
集
成
』
一
七
巻
一
七
四
頁
）

に
「
子
は
父
母
の
心
ざ
し
と
、
常
の
正た

だ
しき

身
の
行
ひ
を
、
幼
い
と
け
なき

時
よ
り
手
本
と
し
て
成
人
す
る
故
、
他
の
教
へ
を
受う
け

ず
し
て

も
、
自
然
と
賢
き
善
人
に
育そ

だ
つも

の
也
」
と
述
べ
る
と
お
り
だ
。
人
生
は
有
限
で
も
、
志
は
有
限
と
は
限
ら
な
い
。

百
折
不
撓
の
人
、
塙
保
己
一

『
群ぐ

ん

書し
よ

類る
い

従じ
ゆ
う』

の
編
纂
で
知
ら
れ
る
盲
目
の
大
学
者
塙は
な

保わ
ほ

己き

一い
ち

（
一
七
四
六
～
一
八
二
一
）
は
、
数
え
五
歳
ご
ろ
の
病
い
で

視
力
が
弱
り
、
母
の
懸
命
な
看
護
や
通
院
も
空
し
く
七
歳
で
失
明
し
た
。
そ
の
母
と
一
二
歳
で
死
に
別
れ
、
悲
し
み
に
明
け

暮
れ
た
彼
は
、
い
つ
し
か
独
り
立
ち
の
道
を
歩
み
は
じ
め
る
。
江
戸
で
は
『
太
平
記
』
四
〇
巻
を
暗
唱
し
て
出
世
し
た
盲
人

が
い
る
こ
と
を
知
り
、
記
憶
力
抜
群
の
保
己
一
は
「
自
分
に
も
で
き
る
は
ず
だ
」
と
確
信
す
る
。
再
三
の
懇
願
で
父
の
許
し

を
得
た
彼
は
、
一
五
歳
で
江
戸
に
出
て
、
雨あ

め

富と
み

検け
ん

校ぎ
よ
う（

雨
富
須す

賀が

一い
ち

。
検
校
は
盲
人
の
最
高
位
）
の
弟
子
と
な
る
。
保
己
一

の
志
が
招
い
た
縁
で
あ
ろ
う
、
雨
富
と
の
出
会
い
は
彼
の
運
命
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
と
な
る
。

弟
子
入
り
後
の
保
己
一
は
、
盲
人
が
習
う
べ
き
琵び

琶わ

・
琴
・
三さ
ん

絃げ
ん

（
三
味
線
）
や
鍼し
ん

術じ
ゆ
つ・

按あ
ん

摩ま

な
ど
の
修
行
を
さ
せ
ら
れ

た
が
、
な
か
な
か
上
達
し
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
三
絃
は
、
習
っ
た
こ
と
を
一
晩
で
忘
れ
、
三
年
経
っ
て
も
一
曲
も
身
に
つ

か
な
い
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
。
鍼
術
で
は
、
医
学
書
の
理
解
は
人
並
み
以
上
に
早
か
っ
た
が
、
技
術
の
習
得
は
ま
る
で
駄
目
で

あ
っ
た
。
彼
が
生
ま
れ
つ
き
不
器
用
だ
っ
た
こ
と
に
も
起
因
し
た
が
、
む
し
ろ
、
彼
の
関
心
が
も
っ
ぱ
ら
学
問
に
向
け
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
。
そ
の
葛
藤
の
な
か
で
悩
み
絶
望
し
た
保
己
一
は
、
自
殺
を
試
み
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

雨
富
検
校
は
、
盲
人
と
し
て
の
修
行
に
身
が
入
ら
ぬ
保
己
一
の
よ
う
す
を
見
か
ね
て
こ
う
叱
責
し
た
（『
群
書
類
従
』
別

巻
「
温お

ん

故こ

堂ど
う

塙は
な

先わ
せ

生ん
せ

伝い
で
ん」

五
頁
、
続
群
書
類
従
完
成
会
）。

　

凡お
よ
そ、
人
の
郷ふ
る

里さ
と

を
さ
り
て
他た

邦ほ
う

に
赴
く
こ
と
は
、
な
す
事
あ
ら
ん
と
て
の
意こ
こ
ろな
り
。
汝な
ん
じ、
父
母
の
家
を
い
で
ゝ
、
こ
ゝ

に
来
る
も
し
か
な
る
べ
し
。
さ
れ
ど
も
産す

ぎ

業わ
い

（
生
業
）
と
な
す
べ
き
こ
と
、
一
つ
も
習
ひ
得
る
も
の
な
し
。
且か
つ

、
朝
夕

汝
が
な
す
と
こ
ろ
、
露
ば
か
り
も
我
心
に
か
な
は
ず
。
さ
は
あ

れ
ど
、
門
人
の
禄

な
り
わ
いと
な
る
術わ
ざ

を
を
し
ふ
る
は
師
の
職つ
と
め分
な
り
。

汝
が
好
ま
ざ
る
こ
と
を
な
せ
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
。
賊ぬ

す
みと

博ば
く

と
を

除
き
て
ほ
か
は
、
何
に
ま
れ
、
心
に
か
な
ひ
た
ら
ん
も
の
を
つ

と
む
べ
し
。
こ
れ
よ
り
し
て
三
と
せ
が
間
、
汝
を
養
ふ
べ
し
。

三
年
へ
て
な
す
こ
と
な
く
ば
、
速

す
み
や
かに

郷
里
に
送
り
や
る
べ
し
…

「
そ
も
そ
も
、
人
が
郷
里
を
去
っ
て
他
国
に
行
く
の
は
、『
何
か
を

成
し
た
い
』
と
い
う
一
念
が
あ
る
か
ら
だ
。
お
前
が
父
母
の
家
を
出

て
、
こ
こ
（
江
戸
）
に
や
っ
て
き
た
の
も
そ
う
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

盲
人
の
生
業
と
し
て
な
す
べ
き
こ
と
が
何
ひ
と
つ
習
得
で
き
て
い
な

い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
朝
夕
、
お
前
が
し
て
い
る
こ
と
は
、
少
し
も

塙保己一先生座像　雉岡城内にあった旧塙保己一記念館に
て撮影。同記念館は、2015 年に「アスピアこだま」内へ
移転し、リニューアルオープンした。
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私
の
心
に
か
な
う
も
の
が
な
い
。
し
か
し
、
弟
子
に
食
い
扶

持
を
得
る
方
法
を
教
え
る
の
は
、
師
匠
の
役
割
だ
。
お
前
が

嫌
い
な
こ
と
を
し
ろ
と
は
言
わ
ぬ
。
窃
盗
や
博
奕
以
外
な
ら
、

ど
ん
な
こ
と
で
も
心
に
か
な
う
こ
と
を
努
め
よ
。
こ
れ
以
後

三
年
間
は
お
前
を
養
っ
て
や
る
が
、
三
年
す
ぎ
て
成
す
こ
と

が
な
け
れ
ば
、
速
や
か
に
郷
里
に
送
り
返
す
…
」

︱
こ
の

一
見
き
び
し
く
も
愛
情
に
満
ち
た
師
匠
の
引
導
は
、
保
己
一

を
奮
い
立
た
せ
た
。

以
後
、
彼
は
、
師
匠
の
絶
大
な
指
導
や
支
援
に
よ
り
各
方

面
の
学
問
を
必
死
で
学
ぶ
い
っ
ぽ
う
、毎
日
一
〇
〇
回
の『
般

若
心
経
』
読
誦
を
つ
づ
け
（
ち
な
み
に
、
こ
れ
以
後
、
死
ぬ

直
前
ま
で
に
読
誦
し
た
回
数
は
二
二
〇
万
回
余
と
い
う
。
毎

日
一
〇
〇
回
で
六
〇
年
以
上
）、
一
八
歳
で
衆し

ゆ

分ぶ
ん

、
三
〇
歳

で
勾こ

う

当と
う

と
、
そ
の
地
位
を
高
め
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
の
昇
進

に
は
莫
大
な
費
用
を
要
し
た
が
、
そ
れ
を
支
え
た
の
が
雨
富

検
校
を
は
じ
め
と
す
る
周
囲
の
支
援
者
で
あ
っ
た
（
た
と
え

　

先
生
は
つ
く
づ
く
考
え
た
。「
私
は
少
し
の
財
産
も
持
た
ず
に
勾
当
の
職
に
就
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
、
ま
さ

に
天
満
宮
の
お
は
か
ら
い
で
あ
り
、
般
若
心
経
読ど

く

誦じ
ゆ

に
よ
る
感
化
の
功
徳
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
二
千
日
の
願
を
立
て

て
努
め
れ
ば
、
検
校
の
職
に
上
が
る
こ
と
も
困
難
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
お
の
れ
一
身
の
は
か
り
ご
と

で
は
な
い
か
。
あ
あ
、
世
の
た
め
、
の
ち
の
た
め
に
も
な
る
こ
と
を
成
そ
う
。
異
朝
に
は
『
漢か

ん

魏ぎ

叢そ
う

書し
よ

』
を
は
じ
め
と

す
る
叢
書
が
あ
る
と
聞
く
。
し
か
し
、
日
本
に
は
ま
だ
そ
の
よ
う
な
叢
書
は
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
こ
か
し
こ
で
教
え
を

受
け
て
、
あ
ち
こ
ち
に
散
り
乱
れ
て
い
る
一
巻
、
二
巻
の
書
を
と
り
集
め
て
、
版
木
に
彫
っ
て
お
け
ば
、
国
学
を
学
ぶ

人
の
良
き
助
け
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
悟
り
、
安
永
八
年
の
元
日
よ
り
天
満
宮
に
誓
願
し
て
、
心
経
百
万
巻
の
願
を
立
て
、

「
そ
の
半
ば
読
誦
す
る
ま
で
に
は
一
千
部
の
書
物
を
集
め
、
百
万
巻
の
読
誦
を
終
え
る
ま
で
に
は
ぜ
ひ
出
版
に
漕
ぎ
着

け
た
い
」
と
言
っ
て
、
以
後
、
毎
朝
、
塩
断
ち
し
、
毎
朝
午
前
三
時
ご
ろ
に
起
き
て
般
若
心
経
一
〇
〇
巻
の
看か

ん

経き
ん

を
怠

ら
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
彼
は
三
四
歳
の
正
月
に
、
大
き
な
志
、
す
な
わ
ち
、
の
ち
に
『
群
書
類
従
』
と
呼
ば
れ
る
膨
大
な
文
献
の

編
纂
に
す
べ
て
を
捧
げ
る
こ
と
を
神
仏
に
誓
っ
た
。
以
後
、
こ
の
一
大
事
業
に
心
血
を
注
ぎ
、
四
一
年
後
の
文
政
二
年

（
一
八
一
九
）、
七
四
歳
の
と
き
に
『
群
書
類
従
』
五
三
〇
巻
六
六
五
冊
（
所
収
文
献
一
二
七
〇
種
）
を
完
成
さ
せ
た
。

保
己
一
は
、
休
む
間
も
な
く
『
続
群
書
類
従
』
の
編
纂
に
着
手
し
た
が
、
そ
れ
も
束
の
間
、
文
政
四
年
に
七
六
歳
で
こ
の

世
を
去
る
。
そ
の
後
、『
続
群
書
類
従
』
の
編
纂
は
子
孫
ら
に
引
き
継
が
れ
、
幾
多
の
困
難
を
乗
り
越
え
、
保
己
一
没
後

九
〇
年
を
経
た
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
に
、
つ
い
に
『
続
群
書
類
従
』
一
〇
〇
〇
巻
一
一
八
五
冊
（
所
収
文
献

二
一
〇
三
種
）
が
完
成
し
た
の
で
あ
る
。

五
八
歳
で
惣そ

う

録ろ
く

検け
ん

校ぎ
よ
う（

関
東
方
面
の
盲
人
や
盲
人
組
織
を
統
括
す
る
地
位
）
ま
で
上
り
詰
め
た
保
己
一
の
元
に
は
大
勢
の

ば
、
勾
当
昇
進
の
前
年
、
雨
富
検
校
は
昇
進
準
備
金
と
し
て
金
一
〇
〇
両
を
保
己
一
に
授
け
て
い
る
）。

そ
の
数
年
後
の
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
の
元
旦
、
三
四
歳
に
な
っ
た
保
己
一
は
、
そ
れ
ま
で
の
自
分
が
お
の
れ
ひ
と
り

の
志
に
終
始
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
（『
群
書
類
従
』
別
巻
「
温
故
堂
塙
先
生
伝
」
九
頁
を
口
語
訳
）。

塙保己一『群書類従』（寛政 5 年～文政 2 年刊）1 巻「神祇部」冒頭　第 1丁
の袋綴を展開。横 10行・縦 20字・2段の版式は 400 字詰め原稿用紙の起源と
される。
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盲
人
が
訪
れ
た
が
、
そ
の
た
び
に
彼
は
「
ま
ず
、
よ
く
志
を

固
め
よ
」
と
説
い
た
（
渡わ

た

辺な
べ

刀と
う

水す
い

「
塙
検
校
の
話
」、
温
故

学
会
編
『
塙
保
己
一
研
究
』
五
〇
頁
）。
こ
れ
は
有
職
故
実

家
本ほ

ん

間ま

百ひ
や

里く
り

の
『
耳み
み

敏と

川が
わ

』
第
三
冊
「
塙
検
校
」
に
出
て
く

る
逸
話
だ
が
、
稀
覯
書
の
た
め
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）

書
『
み
ゝ
と
川
』（
筑
波
大
学
本
、
第
三
冊
第
四
三
丁
裏
）

に
よ
っ
て
全
文
の
口
語
訳
を
掲
げ
て
お
く
。

　

塙
保
己
一
は
、
現
在
、
盲
人
の
惣
録
検
校
で
あ
り
、

ど
ん
な
芸
で
あ
れ
、
盲
人
で
世
に
出
よ
う
と
す
る
人
は
、

必
ず
、
彼
の
家
を
訪
れ
る
。
そ
の
際
、
名
簿
に
銭
二
四

文
を
添
え
て
進
物
と
す
る
。
い
つ
も
、
彼
が
出
て
き
て

語
る
こ
と
は
、「
お
前
た
ち
、
盲
人
な
が
ら
世
間
に
認

め
ら
れ
た
い
と
思
う
な
ら
、
ま
ず
、
十
分
に
志
を
固
め

よ
。
志
さ
え
固
け
れ
ば
、
ど
ん
な
芸
も
奥お

う

義ぎ

に
い
た
ら

保
己
一
の
故
郷
に
建
つ
本
庄
市
の
塙
保
己
一
記
念
館
に
は
、
宝
暦
一
〇
年
（
一
七
六
〇
）
八
月
、
数
え
一
五
歳
で
江
戸
で

の
修
行
を
は
じ
め
る
た
め
に
郷
里
を
旅
立
っ
た
際
に
、
母
が
銭
二
三
文
を
入
れ
て
持
た
せ
た
手
製
の
巾き
ん

着ち
や
くが

い
ま
も
伝
わ
る
。

同
館
の
展
示
説
明
に
は
、「
保
己
一
が
江
戸
に
出
る
に
あ
た
り
、母
が
縫
っ
て
持
た
せ
て
く
れ
た
も
の
。母
き
よ
の
帯
地
で
作
っ

た
も
の
と
い
わ
れ
、
保
己
一
は
生
涯
大
切
に
持
っ
て
い
た
」
と
あ
る
。

こ
の
巾
着
は
、
保
己
一
の
立
志
の
原
点
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
心
を
門
人
に
伝
え
、
堅
固
な
立
志
を
促
す
た
め
に
、

あ
え
て
二
四
文
の
贄に

え

（
進
物
）
を
課
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

不ふ

撓と
う

不ふ

屈く
つ

の
精
神
で
志
を
貫
い
た
塙
保
己
一
。
彼
の
人
生
に
尊
崇
の
念
を
禁
じ
得
ず
、
本
書
の
結
び
に
保
己
一
の
立
志
伝

の
一
端
を
紹
介
し
た
し
だ
い
で
あ
る
。

ぬ
こ
と
は
な
い
。
私
も
、
幼
い
と
き
に
故
郷
を
出
た
と
き
は
、
わ
ず
か
に
二
三
文
の
銭
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
江

戸
に
来
て
か
ら
は
徐
々
に
世
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
い
ま
で
は
こ
の
よ
う
に
高
禄
を
賜
り
、
屋
敷
さ
え
い
た

だ
い
て
、
な
ん
ら
貧
し
い
こ
と
は
な
い
。
お
前
た
ち
は
、
ま
だ
ま
だ
若
い
。
よ
く
よ
く
志
を
固
め
る
が
よ
い
」
と
言
っ

て
教
え
る
と
い
う
こ
と
だ
。

塙保己一の墓　東京都新宿区、愛染院。右奥の五輪塔は雨富検校の墓。保己
一の墓はもと四谷の安楽寺にあったが、明治 30年に廃寺となったため愛染
院に移された。

塙忠宝（ただとみ）旧蔵『干禄字書（かんろくじしょ）』
冒頭　保己一の四男で、保己一が創立した和学講談所
を引き継いだ塙忠宝の書き入れがある。『干禄字書』
は唐代に作られた漢字辞典で、写真は文化 14年に昌
平坂学問所で刊行されたもの。
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■
各
務
文

献
『整

骨
新

書
』

整
骨
新
書

・各
骨
真
形

図

【判
型

】大
本

3
冊

（
3
巻

・附
録

1巻
4
冊

の
う
ち

「
整

骨
新
書
」
中
巻
欠

）
。縦

2
5
7
粍
。

【作
者

】各
務
文
献

（
子
徴
・帰

一
堂
）
作
・序

。

【年
代

等
】文

化
6
年

夏
、
中

川
其

徳
跋

。
文

化
7

年
5
月

自
序

。文
化

7
年
6
月

著
者

凡
例
。
文

化
7

年
12
月

刊
。
著

者
蔵

板
。
［
大

阪
］
河

内
屋

嘉
七

ほ
か
売

出
。

【備
考

】分
類

「
医

学
」
。
日

本
で

出
版

さ
れ

た

接
骨
医
学

の
専

門
書
と
し
て
は
、
江

戸
時
代
で

は
な

く
今

ま
で

を
通

じ
て

最
高

の
文

献
。
「
整

骨
新

書
」
の

構
成

は
巻

首
に
「
各

骨
真

形
図

」

と
し
て

解
剖

図
を
持

っ
て

き
た

。
こ
れ

は
全

部

で
3
3
あ

り
全

部
で

14
種

類
の

骨
が

あ
り
、
2
4

の
形

状
が

書
か

れ
て

い
る
。
つ

ま
り
「
整

骨
新

書
」
の

始
め

に
は

解
剖

図
が

載
る
。
続

い
て

上

巻
に
凡

例
と
総

論
が

あ
り
、
主

に
骨

の
数

（
撥

乱
の

時
は

2
3
0
、
新

書
で

は
2
0
7
）
や

名
前

な

ど
、
中

巻
で

は
各

論
が

出
て

く
る
。
例

え
ば

腫

瘍
、
器

官
、
軟

骨
、
筋

バ
ン
ド
、
性

別
、
折

法
、
復

法
、
筋

肉
・靭

帯
損

傷
。
下

巻
は

副
子

（
副

木
や

添
え

木
）
、
包

帯
、
薬

剤
に
つ

い
て

3
巻

に
わ

た

っ
て

書
か

れ
て

い
る
。
こ
の

当
時

と
し
て

は
全

書
と
し
て

ほ
ぼ

完
成

さ
れ

た
も
の

。
し
か

も
偏

り
が

な
く
分

野
を
平

均
し
て

書
か

れ
て

い
る
。

こ
の

よ
う
に
日

本
で

最
高

の
接

骨
医

学
書

と

い
う
評

価
を
未

だ
に
受

け
て

い
る
（
H
P
「
川

崎

を
散
歩
す
る
」
参

照
）
。




