
ーさ T す
ユ F'岩‾､

γ'■‾T‾' ｢ l T

‾‾もぎ

て

す

其
の

頃
の

三

浦
新
七
博
士
と

私

膏
等
の

母

校
の

発
蛮
諸
発
生
に

も

随
分
昭
撃
が

少
く
な

か
つ

た
｡

閲
.

佐
野

二
帽

田
の

三

億
士

を

始
め

､

村
瀬

･

下
野

去
川

･

上

田

二
二

浦

等

明
治
か

ら

大
正

昭

和
に

か

け
て

の

吾
が

畢
界
に

各
其
専
門
撃
を

以

て

大
な

る

貢
献
を

さ

れ
た

人
々

の

雫
田
さ

れ

た
こ

.
と

は

吾
等
の

喋
々

を

待
た

ず
し

て

知
ら

れ
て

居
る

所
で

あ
り

､

■
吾
等
常

梅
の

一

橋
校
出
身
者
は

皆
な

深
厚

た

其
の

畢
徳
師
恩
に

浴
し

た

も
の

で
､

其
の

鰯
敢
へ

て

甲
乙

あ
る

筈
は

な

い

が
､

中
に

も

最
も

私

が

深

く

大

な

る

影
響
を

享

受
し

た
の

は

閲
･

佐

野

二
帽
田

及

び
三

浦
の

四

博
士
で

あ
る

｡

此
の

国

博
士
の

中
､

佐
野

善
作

先
生
は

倍
ほ

嬰
経
と

⊥

て

御
毒

康
を

保
た

せ

ら

れ
る

の

で
､

異
に

喜
ば

し

い

こ

と
で

あ
り

､

弼
々

御
毒
庚
御
清
福
で

あ
ら
せ

ら

れ
る

や

う
に

所
つ

て

已

ま

ぬ

と
こ

ろ

で

あ
る

が
､

他
の

三

博
士

は

皆
な

御
長
書
と

申
す

程
で

な

12 9

い

初
年
で

既
芯

逝
去
せ

ら

れ
て

し

ま
っ

た
こ

と

は

潔
く

悼
惜
の

情
に

堪
へ

｢
+

匡
盲

其
の

頃
の

三

浦
新
七

博
士

と

私

し
l

-

田

崎

仁

義

･

な
い

と

こ

ろ
.で
あ
る

｡

而
し
て

関
･

福
田

両

博
士

に

射
し
て

は
各

其
の

ゼ

ミ

ナ

ー

ル

門
下
生

其
の

他
に

よ

り
て

追
悼
文

は

記
念
事

業
が

企
て

ら

れ
､

私
な

ど

も

其
の

末
員
に

加
は
つ

に

後
誠
を

致
し
て

来
て

居
る

の

で

あ
る

が
､

三

浦
博
士

に

対
し

て

は

未
だ

其
の

食
の

襲
表
を

承
つ

て

唐
な

い
｡

も

つ

と

も

丁

度
終
戦
後
時
世
大
欒
の

最
中
に

逝
去
せ

ら

れ
た

岱
で

も

あ
り

､

何
れ

其
の

申
に

必

ず
柏
嘗
の

企

が

あ
る
こ

と

で

あ
ら

う
｡

其
の

際
は

私
は

私
の

一

分

と

し

て

表
し

得
る
こ

と
は

表
し

た

い

と

息
つ

て

野
呂
で

ぁ
る

が
､

私
も

既
に

今
年
七

十

歳
に

も

な
り

､

自
分
史
け

は

侍
ほ

元

気
の

つ

も

り
で

あ
る

が
､

比
の

先
何
年

生

存
し

得
る

か

わ
か

ら
ぬ

の

で
､

今
の

申
に

同
博
士
に

つ

い

て

の

恩
出
の

や

う
な

も
の

を

喜
て

置
き
た

い

と

息
ふ

｡

.■

こ

雫
等
が

一

橋
校
に

入
つ

た

明
治
三

十
三

四

年
頃
は

三

浦

博
士

は

専
攻
部

卒
貰
間
も
な
い

新
逓
助
教
授
で

商
業
通
論
を

預
斜
に

講
じ
て

居
ら

れ

た

と

一

β∂J
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こ

ろ
の

隆

界

雷
H

､

畢
括
典
雅
な

貴
公
子

で

あ
つ

た
じ

畢
生

時
代
は

見

晴

し

ょ
い

駿
河

垂
の

下
宿
屋
か

ら

↓

野

忍
ば

ず
池
を

一

週

し
て

野
呂
を

毎

朝
の

日

課
と

し

て

清
爽
な

気
分

と

健

康
な

饅
躯
と

を

養
成
し
､

最
も

合
理

的
な

る

勉
強
を

せ

ら

れ

た

と

云
ふ

こ

と
で

あ
り

､

捨
皆
の

講
義
は

燐
光

頗

る

整
然
た

る

も
の

な

る

と
同

時
に

､

規
模
宏
大
に

し
て

而
も

深
み

の

あ
る

も
の

で

あ
つ

た

と

記
憶
し

て

居
る
｡

間
も

な

く
文
部
省
よ

り

塙
逸
留
畢
を

命
ぜ

ら

れ
､

膏
々

は

清
一

年
と
は

其
の

講
義
を

聞
く
を

得
ず

､

商

業
通
論

の

著
書

(
｢

商

業
経

済

学
丁
と

か

冨
つ

た

と

思
ふ

が
､

自
分
の

所
成
し
て

居

.

た
の

は

戦
災
に

焼
け
て

確
か

め

得

な

い
｡

)

一

筋

を

置
土

産
と

し
て

渡
海

せ

ら

れ
た

｡

明
治
=

手
六

年
の

こ

と

で

あ
つ

た

と

息
ふ

｡

此
の

著
善
は

≡

浦
さ

訂
常
時
企

画
せ

ら

れ
て

居
つ

た
八

九
射

程
で

完
成
す

る

と

云

ふ

大

き
な

親
株
の

商
業
畢
の

第
一

耕
に

蕾
る

も

の

で

あ
る

と

稲
せ

ら

れ
た

も
の

で
､

畢
生

聞
か

ら

は

勿
論

､

斯
琴
界
か

ら

も

大
に

其
の

完
成
を

期
待
せ

ら

れ
て

居
た

も
の

で

あ
つ

た
｡

此
の

常

時
の

文
部
省
外
国
常
撃
は
三

年
の

期

間
を

以
て

普
通
と

し

た

が
､

三

浦
さ

ん
は

期
間
後
は

自
費
常
襲
の

手

続
を

せ

ら

れ
た

ら

し

く
､

四

年
た
つ

て

も
五

年
た
つ

て

も

辟
ら

れ

ず
､

,

と

う
と

ぅ
十

年

と

云
ふ

長
年

月
滞
窺
し

て

研
究
に

没

頭
せ

ら

れ
､

た

し
か

明
治
何

十
五

年
の

春
に

蹄
朝
せ

ら

れ
た

や

う
で

あ

∵
に

じ

而
も
此
の

十

年
問
殆
ん

ど

拓
逸
で

過
さ

れ

た

と
の

こ

と

で

あ
つ

た
｡

私
ほ

明

治
四

十

年
に

専
政
部
を

卒
業
し

､

次
い

で
一

年
志
願
兵
を

丁

る

･
と

四

十
二

年
頃
か

ら

母
校
の

講
師
と

な

り
､

開
博
士
の

助

手
の

様
な
事
を

し
て

居
た

が
､

健
康
を

害
し
､

四

十
五

年
六

月
頃
か

ら

休
養
を

廟
つ

て

鎌

倉
鵡
ケ

谷
の

大
穂
寺
に

寓
居
し

､

日
々

由
井

濱
に

散
歩
し

た

り

し
て

養
生

を

し
て

居
た

が
､

或
る
日

散
歩
中
突
然
讃
で

雷
撃
新
麻
朝
の

三

浦
さ
ん

一

に

出
昏
つ

た
｡

是
れ
が

機
放
と

な
つ

て
､

お

訪
ね

し

た
り

､

来
訪
し

て

下
さ

っ

た

り

し

て

居
る

問
に

､

其
の

気
高
き
人

柄
と

､

其
の

墓
加

護
毒
の

探
遍

な

の

に

段
々

と

引
き
付
け
ら

れ
て

行
つ

た
｡

三

者
申
休
暇

後
三

浦
教

授
擦
皆
の

語
義
は

｢

経

済
史
+

ど

云

ふ

名
目

で
､

ぁ

っ

た

と

息
ふ

が
､

其
の

内
容
は

､

女
化

史
的
な

社
曾
史
と
云

ふ

様
な

も
の

で

あ
つ

た
｡

私
は

同

教
授
に

請
う
て

特
に

幣
講
を

訟
諾
し
て

嘗
つ

た
｡

講

堂
は

前
に

商

品
陳
列
所
に

俊
は

れ
て

居
た

合
併
教
場
で
､

学
生
間
に

於
け

る

講
義
の

人

気
も

頗
ぶ

る

盛
で

あ
つ

た
｡

此

の

頃
の

解

済
史
は

稿
田

博
士

が

祀
逃
せ

ら

れ

た
ビ

ュ

ヒ

ヤ

ー

の

産
業

襲
尿
史
等
に

見
る
や

う
に

､

世
界

の

原
始
的
諸
民
族
に

於
け

る

敵
雷

経
潜
的
状
態
の

比

較
研

究
な

ど

を

基

礎

と
し

て
､

蟹
生

撃
的
孝
展
史
的
に

論
及
す
る

嘩
何
が

頗
る

改
厚
と

な
つ

て

来
て

居
た
の

で

あ
る

が
､

≡

端
数
授
の

此
の

時
の

講

義
は

更
に
ラ

ム

プ

レ

β∂β
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ヒ

ト

な

ど
の

文
化
史
的
見
方
を

加
へ

ら

れ

た
の

は

元
よ

り

の

こ

と
､

其
の

資
料
を

ぎ
〔

i

已
■
担
ロ
t

F

冒

旦
○

顎
や

空
F

冒
首
l

つ

の

方
面

､

更
に

文

た

蹄
話

､

停
読

､

制
度

､

慣
習
其
れ

に

考
古
畢
等
の

諸
方
面
に

櫛
閲
す

る

所

謂

句
○

}

打
･

㌣
○

完

の

極
め

て

廣
汎
な

範
囲
に

亙

る

も
の

で
､

資
は

､

本

一

の

時
に

編
出

博
士

の

ビ

ュ

ヒ

ヤ

ー

の

Ⅰ

日

仏

忌
t

ユ

巴
■
白
く
C

E

ま
小

○
ゴ

の

甜

述
に

一

度
驚
嘆
し
た

私
は

曳
に

ま

た

三

浦
教
授
の

此
の

講
義
の

清
新
戯
測

な

る

に
二

度
嗅
琵
し
た

の

で

あ
る

｡

特
に

私
の

驚
い

た

こ

と
は

､

三

浦
教

野
が

講
義
中
に

歴
々

辞
書

､

詩
経

､

春

秋
､

東
証

､

儀
稽
及

び

周

虎
の

如

一

き
凍
汗
古
典
を

引
指
せ

ら

れ
る

こ

と

で

あ
つ

た
｡

元
来
私
は

少
年
の

頃
か

ら

漢
籍
に

聯
か

の

親
し

み

を

も
つ

て

居
-

に

着
で

あ
り

､

本
二

の

頃
か

ら

五

経
に

讃
｢

叩

入

り
､

ま

た

剣
道
師
仙

甲
山

日

次
郎
吉
光
生
か

ら

山
蕗
素
行
の

畢

問
に

導
か

れ
､

政
教
要
録

､

玄
原
襲
機

､

山
艶
語
賓
な

ど

を

同
党
生
か

ら

借

覧
し

､

特
に

其
の

山
良
語
類
に

よ

り

て
､

所

謂
､

苦
闘
古
撃
沢
の

草
間

饅

弄
と

主

張

と

を

知
り

､

因
つ

て

備

蓄
､

詩
評

､

三

産
な

ど
の

祀
脅
史
ま

た

は

文
化
史

､

礎
て

ま
た

経

済
史
及

び
同
思
想
史
な

ど
の

上
か

ら

重
要
成

す
べ

き
も
の

で

は

な
い

か

と
の

感
を

無
く

し
て

居
り

､

専
攻
部
在
撃
申
は

湾
茸
の

海
繹
寺
に

寓
居
し
て

居
つ

た

が
､

同

寺
は

人
の

矧
る

如
く
臨

済
宗

の

名
利
で

､

先
任
職
に

は

敬
神

和
倍
の

如
き
善
知
識
が

あ
り

､

併
芦
の

外
､

漢
籍
の

戒
蓄
が

非
常
に

多
か
つ

た
の

で

あ
る

が
､

私
ほ

寮
寓
中

､

常
時
の

其
の

頃
の

三

緒

新
七

博
士

と

私

.

▲

.⊥

と
▼

住
職
中

原
秀
嶽
和
尚
の

認
諾
を

得
て

､

其
の

戒

普
を

自
由

に

借
覧
し
た

り

し

て
､

品
々

興
味
を

感

じ

て

居
た

の

で
､

一

橋
曾
薙
諒
に

｢

爾
雅
+

や

｢

論
文
+

の

こ

と

を

書
く
や

ら
､

国
民
経
済

建
託
に

｢

璃
買
+

の

こ

と
や

｢

山
艶

素
行
の

民
政
論
+

な

ど
を

喜
い

た

り
し

て

友

華
や

先
輩
諸
先
生

な

ど

か

ら

｢

今

時
そ

ん

な

虫
喰
本
を

讃
ん

で

ど

う
す
る
の

か
+

と

冷
静
せ

ら

れ

た

り

し

た

も
の

で

あ
る

が
､

然
し

な

が

ら

私
に

ほ

其
の

虫
境
木
が

放
棄

し

兼
ね

ら

れ

た
｡

其
の

頃
熊
本
誠

一

氏
(

後
の

法
畢

博
士
)

が

廿

餞
年
間

苦
心

蒐
某
せ

ら

れ
た

る

維

新
以

前
の

雪
国
諸
単

著
の

経

線
関
係
の

文
戯
が

怖
く

一

部
畢
界
先
覚
者
の

注
意
を

ひ

き
､

同
氏
と

南
野

博
士

､

内
田

銀
嶺

博
士

､

河
上

整
氏
等
と
の
+

父

通
が

行
は

れ
て

居
り

故
に

日

本
締
∵

臍

叢
書
の

撃
打

と

な

る

に

至
つ

た
の

で

あ
る

が
､

稲
田

博
士
や

河
上

氏
は

先
.づ
≡
浦

梅
園
の

｢

億
原
+

の

経
済
聾
読
史
上
の

憤

値
を

認
め

､

之
を

畢

界
に

廟
介

せ

ら

れ
る
や

ら
､

或
ひ

は

新
た

に

括

字
印
刷
に

対
し
て

同

好
著
に

分

た

れ

る

と

云
ふ

様
な

風
潮
も

一

方
に

ほ

見
え
て

来
た

時
で

あ
り

､

福
田

博
士

の

如
き
は

､

私
の

虫
境
木
責

′

叫

を

必
ず

し

も

叱
笑
せ

ら

れ

ず
に

､

時
に

は

奨

励
の

言
葉
を

か

け

て

元

気
射
け

て

下
さ
つ

た

の

で
､

墨

谷
の

選
一
育
と

云

ふ

か
､

知
己
･の
恩
と

云

ふ

や

う
■
な

ー

も

の

を

感
じ
て

は

居
た

が
､

そ

れ
に

し

て

も
只
だ

大
局
か

ら

中

国
古
代
の

経
済
思
想
又
は

畢
詮
の

研
究
は

無

視
す
べ

き
も
の

で

な

い

と

云

ふ

観
乱

撃
か

ら
の

こ

と
で

､

其
の

頃
私
の

考
へ

た

り
､

β9 3

転
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l
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一

橋

論

叢

夢
二

十
二

巻

弟
一

親

告
い

た

り
し

て

居
た

も
の

ゝ

内

容
な

ど

に

裁
て

ほ

別
に

斥
け

も
習
し

も
せ

ら

る

ゝ

謬
で

は

な

い

の

で
､

相
常
に

自
信
を

も
ち

た

が

ら

も

時
々

は

日

暮

れ
て

鴫
野

に

さ

ま

よ

う
様
な

淋
し

さ
を

感
ず
る

こ

と

も

あ
つ

た
の

で

あ
る

が
､

十

年
も
指
逸
で

撃
ん
で

来
ら

れ
た

三

浦
教
授
が

､

世
界
最
新
撃

界
の

到

達
鮎
と

も

云

ふ

可

き
方
面
か

ら
､

所
謂
虫
境
木
の

一

種
た

る

経
書
の

債
値

を

認
め
て

時
々

其
の

片
鱗
を

閃
か

さ

れ
■
る
の

を

見
て
､

自
分
は

非
常
な

感

動
と

欣
快
を

覚
え

ず
に

は

居
ら

れ
な

か
つ

た
｡

今
か
ら

は

四

十
飴
年
も
過

去
の

こ

と
で

あ
り
､

常
時
の

筆
記

な

ど

も

造
つ

て

な
い

か

ら
､

其
の

講
義

の

要
項
を

詳
し

く
記
す
こ

と

も

出
来
ず

､

ま
た

故
に

は

其
の

必

要
を

感
ず

る

澤
で

も

な

い

が
､

其
の

重
郭
の

一

つ

と

し
て
､

人
類
の

祀
合
生

酒
や

経

済
生

汚
の

讃
足
鮎
と

云

ふ
か

､

原
始
形
態
と
云

ふ

様
な

も
の

を

明
か

に

す

る

こ

と

に

力

を

入

れ
ら

れ
た

｡

其
の

説
明
に

宣
○
】

･

笥
ロ

の

わ
臼

2 .

e

已

哲
｡
i

e

t

七

な

ぜ
の

書
名
を

挙
げ
ら

れ
て

引

用
せ

ら

れ

た
か

ど

う
で

あ
つ

た

か
今

は

は
つ

き
り

記
憶
し

て

居
な
い

が
､

と
に

か

く
同
番
の

冒
頭
に

説
い

て

居
る

様
な

事
の

講
義
も

あ
つ

た

と

同

時
に

誉
臼

〉

∽

F
O

ゴ

完

の

こ

と
や

､

ぎ
t

｡

邑
告

-

の

こ

と
､

づ

旨
｡
｡

の

こ

と
､

叉

賠
姻
制
の

こ

と

な

ど

に

裁

て

も

詳
細
に

講
義
せ

ら

れ

た
｡

此

れ
等
の

こ

と

は

皆
な

吾
等
を

し
て

極
め

て

清

新
な

興
味
を

感
ぜ

し
め

た
｡

而
し

て

僅
か

午
年
に

も

足
ら

な
か

つ

た

私
の

此
の

講
義
の

聴
講
は

私
の

其
の

後
の

草
間
生

活

に

深
く
且
つ

大
な

る

影
響
を

及
ぼ

し

た

こ

と

を

自
ら

認
め

ぎ
る

を

得
ぬ

も
の

が

あ
つ

た
の

で
′
ぁ

る
｡

β9 ぜ

私
ほ

一

日
､

三

浦
教
授
を

其
の

お

宅
に

訪
問
し

､

廟
々

其
の

講
義
に

閲

聯
し
て

教

導
を

乞
う
た

｡

駿
河
藁
の

水
道
橋
番
の

邸
の

見
晴
し
の

よ

い

座

敷
で

あ
つ

た

と

思
ふ

｡

其
の

時

呂
e

日

す
け

○

忌
¢

に

関
し
て

は

}
{

三
{

0

日

弓
2

訂
t

e

二

勺
り
i

一

己
t

才
打

哲
c

邑
哲
2 .

e
-

ヨ

ッ

訂
宅

ヂ
U
】

一

打

-

若
か

を
､

■

つ
C
t

e

邑
∽

呂

に

裁
て

は

ナ

P

写
P

記
J

つ
｡

t

e

邑
り

日

昌
山

田

竪
笥
告
ご

中

三
-

仁

2
m

∽
･

r
U

日

計
】

-
一

-

浬
0

を

責
む

様
に

勧

め

ら

れ
､

且
つ

P
ユ
･

-

2 .

t
小

謡
∽
e

O

邑

警
D

i

e

l言

の

方
は

暫
時
貸
し

て

下
さ
つ

た
｡

私
は

拝
借

の

同

番
を

革
み

な

が

ら

雨
着
共
丸

善
に

依
頼
し

て

攻
番
廿

て

も

ら
ひ

､

興

味

浮
く

讃
ん

だ
の

み

な
ら

ず
､

前
者
ぼ

其
の

霹
述
を

志
し

､

大
正

四

年
十

一

月
､

宴
業
の

世
界
紅
か

ら

｢

原
始
的

民
族
の

秘
密
讃
+

と
云

ふ

蓄
名
で

出
版
し
た

の

で

あ
つ

た
｡

此
の

喜
は
三

百
五

十

肩
ば
か

り
の

も
の

に

過

ぎ

な
か

つ

た

け

れ
ど

も
､

私
の

魔
女
出
版
で

､

自
分

と
し

て

は

忘
れ

難
い

窮

み

を

感
じ
､

且
つ

其
の

霹
述
作
業
を

適
し
て

原
始
的
諸
民
族
の

重

信

に

閲

し
､

従
来
全

く
聞
い

た

こ

と

も

無
か
つ

た

診
ら

し

く
興
味
あ
る

幾
多
の

譲

蜜
を

知
る
こ

と

を

得
て

､

愉
快
で

あ
つ

た
の

み

な

ら

ず
､

私

が

讃
ん

で

来



､
J■_

＼ ,:三

/

二
′

チ
ノ

丁■:
:
タ

十二駕ラ･.
享二㌘

952

た

所
謂
虫
喰
本
の

申
に

あ
る

と
こ

ろ
の

中
国
古
代
の

停
読
や

､

古
き
風
俗

習
慣
又
は

東

洋
諸
地

方
の

民
俗
の

中
に

其
れ
に

対
比

熊

曝
す

る

事

柄
が

少

な
か

ら

ず

見
出
し

得
る
こ

と

を

知
り

得
て

欣
喜
に

堪
へ

な

か
つ

た
の

で

あ

る
｡

其
の

寄

は

先
に

も

既
に

言
う
た

如
く

､

三

浦
教
授
が

其
の

講
義
中
に

指
摘
畢
例
せ

ら

れ

た

粘
も

鮮
く
な
い

｡

例
へ

ば
､

宣
e

臼
-

の

F
O

忌
e

即
ち

男
子

集
合
堂
で

あ
る

が
､

こ

れ

は
一

切
の

女
人
の

出
入

接
近
を

禁
忌
せ

ら

れ
た

所
で

あ
る
の

み

な

ら

ず
､

男
子
と

堆
も

一

定
の

加
入

祀

訂
i

t
小

爪

己
○

β

C
e

岩
∋
e

ロ
叫

を

通
過
し
た

も

の

に

あ
ら

ぎ

れ

ぼ
､

自
伯
に

進
入

す

る

こ

と

の

坦
爽
ぬ

禁
忌

的
場
所

､

即
ち
タ

ブ

ー

ド
･

ブ
レ

ー

ス

な
の

で

あ
つ

て
､

其
の

内
部
に

於
て

は

老
人
が

非
常
に

尊
敬
せ

ら

れ
た

地
位
を

保
ち

､

子

弟

訓
練
上
の

大
な

る

教

橙
と

部

落
の

祀
魯
生

汚
を

規
制
す
る

強
盛
な

権
威
を

も
つ

て

屠
る

の

で

あ
る

が
､

こ

れ

は

多
く
の

意
味
に

於
て

､

中
国
古
代
の

畢
校
た
る

辟
薙
又
は

拝
宮
に

似
た

と
こ

ろ

が

あ
る
り

第
一

そ

れ

等
は

皆
な

厳
重
な
る

タ

ブ

ー

ド
･

プ
レ

ー

ス

な

る
こ

と
で

ー

辟
舜
は

周

国
が

環
状
に

永
漢
が
ま

わ

し

て

あ
り

､

中
に

方
形
な

敷
地

が

あ
つ

て

共
産
に

殿
堂
が

建

て

ゝ

あ
り

､

四

方
に

橋
が

あ
つ

て

出
入

に

便
し
て

あ
る

｡

こ

れ

が

帝
都
に

あ
る

天

子

の

大

勢
で

あ
る

｡

洋
宮
は

上

記
の

水
濠
が

前
面

年
分

し

か

な

く
､

且
つ

規
模
は

前
者
に

比

し
､

少
し

く

小

さ
い

も
の

で
､

こ

れ
は

諸
侯

の

建
つ

る

撃

校

な

の

で

あ

る
｡

此
れ

等
の

畢
校
に

は

王
･

公
･

靭
･

大

′

其
の

喚
の

三

浦

新
七

博
士

と

私

夫
･

士
の

子

弟
が

入
つ

て

老
教
師
よ

り

教
を

受
け

る
の

で

あ
る

が
､

其
れ

等
の

子

弟
を

国
子

と

日
ひ

､

其
の

教
育
は

極
め
て

尿
路
で

､

夏
･

楚
と
云

ふ

二

種
の

鞭
を

用
ひ

て

教
則
を

犯
し

た

の

を

鞭
経
し

､

ま

た

老
幼
の

間
に

悌

序
が

巌
明
で

あ
り

､

儀
式
祭
典
が

重
ん

ぜ

ら

れ
る

等
､

原
始
的

諸
民
族
問

に

於
け

る
メ

ン

ス
･

ハ

ウ

ス

内
に

於
け

る

青
少
年

却
ち

春

気
考
動
期
勺
ゴ

ア

(

ま
七

わ

鷲

の

加

入

鰻
叫

邑
{
い

p
t
i

O

ゴ

(
い

e

完
ヨ
○

臼
叫

を

受
け

る

候
補
生
の

教
育
的

訓
練
と

味
出
し
て

居
り

､

其
の

教
育
的
訓
練
に

は

酒
掃

麿
待
進
退

か

ら

言

葉
の

使
用
経

､

進
ん
で

弓

と
か

鎗
と

か

其
の

他
の

武
重

､

積
族
や

部
諮
の

停
説
及

び

停
統
的
慣
習
又
は

智
読
技

礪
の

科
目
が

あ
り
､

歌
講
書

突
撃
か

ら

疾
病
瘡

痔

等
に

封

す

る

療
扶
桑
剤
等
に

至

る

ま
で

修
得
せ

し

め
､

更
に

呪

文
と
■
か

加

持
新
宿
の

如
き
幾
多
の

越

智
の

法
門
遥
も

俸
授
す

る
の

で

あ
る

が
､

其
れ
に

は

幾
段
か
の

階
段
が

あ
り

､

大
建
年

齢
の

助
長

に

よ
つ

て

院
切
ら

れ
て

居
り

､

年

齢
が

長
じ
て

､

柏
常
に

高
い

階
段
の

加

入

虎
を

通
過
す
る

迄
は

怒
姫
が

許
さ

れ
ず

､

頼
暗
が

許
さ
一

望
+

も

夫
婦
の

同

抜
は

許
さ

れ

ず
に

､

男
子

集
合
所
に

寝
泊
り

し
､

探
夜
叉
は

早
島
人
知

れ

ず

其
折
か

ら

妻
の

居
る

家
庭
に

通
は

ね

ば

な

ら

ぬ
?

安
繋
な

家
庭
生

酒

を

な

し

得
る
の

は

多

数
隋
の

加
入

鎧
を

通
過
し

た

長
老

連
の

み

で

あ
る

と

云

ふ

様
な

仕
組
に

な
つ

て

居
一

勺

の

で

あ
る

が
､

此

れ

等
の

全
部
と

は
云

は

′

な

い

が
､

其
の

内
の

幾
多
の

事
柄
が

中
国
古
代
の

辞

確
や

浮
宮
又

は

序
と

βウう

転
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1

～

一

橋

論

叢

第
二

十
二

怨

澤
一

旗

9 6

か

序
と
か

云

ふ

撃

校
の

内

に

行
は

れ

る

教
育
訓
練
に

酷
似
し
て

寧
Q

｡

中

2

国
古
代
の

教
育
に

は

嘩
禁

射
御

蓄
敦
の

六

科
目

を

立

て
､

之
を

六

蟄
と

冨

ぅ
た

が
､

少

訂
臼

1

∽

ナ

〇

志
Q

の

教
育
も

大
饅
之
に

翳

聾
ブ

る

も

の

が

あ
る

｡

ア

ず

十

両
し
て

最
初
の

加
入
嘘
を

通
過
し
た

者
に

は

新
た

に

名

前
即
ち

字
が

付
け

ら

れ
､

其
の

鼓
昏
内
に

於
て

一

人

前
の

男
見
と

し
て

試
め

ら

れ
る
こ

と
に

な

り
､

其
れ

を

讃
す

る
に

頭
髪
と
か

歯
牙

と

か

鶴
面

又
は

身
鰹
の

或
る

一

定
の

部
分
に

特
徴
が

仰
せ

ら

れ
､

又
は

一

定
の

服
装
と
か

帽
子

等
を

用
う

る
こ

と
を

許
さ

れ
る

こ

と

恰
も

我
が

国
古
代
の

元
服
娼

､

又
は

中
国
古
代

の

冠
超
の

如
き
意
味
が

あ

る

の

で

あ
＼

る
｡

三

浦
教
授
は

講
義
中

靡
比
の

H
出

き
i

P

㌢
臼

C

与
り

m

呂
q

を

冠
意
と

対
比
せ

ら

れ
､

中
国
太

古
に

も
､

或
ひ

は
メ

ン

ズ
･

ハ

ウ

ス

の

如
き
も
の

が

あ
つ

た

の

で
､

其
の

遺
留
が

斯

か

る

形
で

残
て

野
心

の

で

は

な
か

ら

う
か

､

と

て
､

紹
記
の

騎
虎
上
に
｢

稽

に

日

く
､

君
子

は

其
の

孫
を

抱
い

て

其
の

子
を

抱
か

ず
､

此

れ
は

孫
は

以

て

王

父
の

P

た

る

可
く

､

子
は

以

て

父
の

P
た

る

可

か

ら

ざ
る

聖
二

ロ

ふ

な

り
+

と

あ
る

を

引
き

､

メ

ン

ズ
･

ハ

ウ

ス

に

放
て

は

壮

年
男
子

は

家
庭
か

ら

隔
離
せ

ら

れ
､

妻
と

同

棲
を

許
さ

れ
て

居
ら

ぬ

か

ら
､

自
分
の

子

と

好
も

抱
い

て

愛
撫
す
る

撲
な
こ

と

は

出
来
な

い
｡

長
老
と

な
つ

て

ゑ
然
と

婦
人

子

供
の

棲
居
す

ろ

家
庭
に

安
居
し

得
る

に

至
つ

て

始
め
て
.

幼
見

を

抱
い

た

り

す

る

鞘
昏
が

あ
る
の

で

あ
る

が
､

其
の

頃
ほ

自
分
の

軍
十

は

大
堀

聖
甘

杜

年
と
な
つ

て

メ

ン

ズ

∴
ウ

ス

生

措
を

し

て

居
る
の

で
､

抜
下
に

居
る
の

は

孫
で

あ
る

か

ら
､

其
の

孫
を

抱
く
の

で

あ
る

と

云

ふ

様
な

説

明
を

其
の

講

義
で

さ

れ
た

か

に

記
憶
せ

ら

れ
る

｡

此

の

認
の

営
否
は

多
少
批

評
の

飴
地

が

あ
る

か

も

知
れ

な

い

が
､

斯
か

る

観
察
の

仕
方
と

云

ふ

も
の

は

従

来
の

所
謂
漢
聾

者
な

る

も
の

が
､

未
だ

昏
つ

て

夢
想
だ

に

し

た
こ

と
の

無
い

も

の

で
､

寮
に

卓
按
で

あ
る

と

云

は

ね

ば

な

ら

ず
､

斯
か

る

考
へ

か

ら

見

て

行
く
と

虚
記
文
王

世
子

に

天

子

｢

東
序
(

嬰

校
〕

に

於
て

先
老
を

繹
興

す
+

と
か

｢

三

老
五

更
群
老
の

席
位
を

設
く
+

と
云

ふ

や

う
な
こ

と

が

あ

ヤ

シ

ナ

り

又

祭
統
に

は

｢

三

老
五

更
を

大
挙
に

食

ふ
+

と
云

ふ

様
な
こ

と

が

あ

つ

て
､

畢

校
と
｢

敬
老
+

｢

養
老
+

の

事

が

相
関
節
し
て

居
る

が
､

メ

ソ

ズ
･

ハ

ウ

ス

も

亦

賛
に

｢

敬
老
+

を

似
て

極
め
て

重

要
事
と

な
し
､

且
つ

種
々

壷
老
の

方

淀
も

其
の

メ

ン

バ

ー

に

よ
つ

て

講
ぜ

ら

れ
て

居
る
の

で
､

酷

似

し

て

居
る

と

謂
ひ

得
る

｡

斯
く
考
へ

る

と
､

其
れ
か

ら

其
れ
へ

と

相
似
粘

が

襲
見
せ

ら

れ
て

来
る

｡

例
へ

ば

虚
記
内
別
に

｢

七

年
に

し
て

男
女
席

を

同

う
せ

ず
､

食
を

共
に

せ

ず
+

と

過
る

な

ど
は

､

男
女
の

壊
近

禁
忌
の

風
の

逗
習
と

も

見
ら

れ
右

も
の

で

あ
り

､

斯
か

る

質
は

曲

感
に

も

｢

男
女
薙
り

座
せ

ず
､

棉
伽
を

甲
フ

せ

ず
､

巾
櫛
を

同
う
せ

ず
､

親
し

く
経
け

ず
､

埠

叔

間
を

適
ぜ

ず
+

と

云

ふ

如
き
こ

と

が

み
る

が
､

こ

れ
等
滝
メ

ソ

ズ
･

ハ

ウ

ス

の

加
入

鮭
に

於
け

る

偉
業
申
の

メ

ソ
､

バ

ー

に

封
す
ろ

男
女
間
の

禁
忌
と

βクβ
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共
通
性
を

有
す

る

風
習

で

あ

り
､

｢

始

端
妓
女
子

子

己
に

嫁
し
て

反
れ

ば

兄

弟
輿
に

席
を

同
う
し
て

座
せ

ず

芹
を

同

う
し
て

貪
は

ず
+

と

あ
る

が
､

矢
張

り
メ

ン

ズ
･

ハ

ウ

ス

の

メ

ン

バ

ー

に

ち

比
の

様
な
タ

ブ

ー

的
掟
が

あ

つ

て
､

メ

ン

ズ
･

ハ

ウ

ス

に

於
で

修
業
中
の

男
子

が

道
路
を

通
行
中
に

前

方
か

ら

女
人
(

偶

令

其
が

母

で

あ

り

姉
妹
等

で

あ
る

易
合
で

も
)

の

来
る

に

気
付

い

た

場
合
は

直
ち

に

路
傍
の

讃
林
中
に

隠

匿
し
て

柑
禽
見
す
る

を

避
け

､

其
の

女
人
が

遠
く
行
き
過
ぐ
る

を

待
つ

て

始
め
て

出
で

1

通
行
し

な

け

れ

ば

な
ら

ぬ

掟
な

ど
が

あ
る

｡

｢

親
し

く
授
け

ず
､

と

は

男
か

ら

女

へ

､

又
は

女
か

ら

男
へ

物
を

引
き
渡
す
に

箇
り

､

営
方
の

辛
か

ら

直
ち

に

先
方
の

手
へ

渡
し
て

は

な
ら

ぬ

と

云

ふ

の

で

あ
つ

て
､

一

方
の

所
持
し

て

居
る

物
件
を

先
づ

他
方
の

前
に

置
き

､

営
方
の

手

を

離
れ
て

然
る

後
に

受

け

る

方
が

手
を

出
し

て

其
の

物
件
を

頼
る

可

き
で

あ
る
と

云

ふ

意
味
で

あ

る

が
､

メ

ン

ズ
･

ハ

ウ

ス

に

居
る

男
の

子

に

其
の

母
又
は

姉
妹
な

ど

が

何

か

物
件
を

持
て

行
つ

て

や

る

場
合
も

､

接
近
禁
忌
の

外
堺
道
行
き

､

廻

れ
右

を

し
て

其
の

子
の

居
る
メ

ン

ズ
･

ハ

ウ

ス

の

方
に

背
を

向
け

て

大
寒
で

其

の

子
の

名
を

呼
び

､

其
の

應
答
を

聞
く
や

其
の

子
の

碗
を

も

見
ず
し

て
､

其

の

物
件
を

地
上

に

置
い

た

億
逃
れ

辟
ら

ね

は

な

ら

ぬ

と
云

ふ

様
な

禁
忌
も

行
は

れ
て

居
る

｡

感
記
の

記
す
る

断
と

其
の

趣
を

共
に
す

る

と
こ

ろ

あ
る

こ

と

知
る
べ

し
｡

餞
ほ

鵡
記
に

ほ

敬

老
義

老
の

種
々

な
る

薩
例
説
定
が

拇

其
の

頃
の

三

浦

新
七

博
士
と

私
.

げ
ら

れ
て

居
る

が
､

メ

ン

ズ
･

ハ

ウ

ス

は

叉

蜜
に

老
人
連

却
ち
エ

ル

ダ

ー

ス

が

若
年

者
か

ら

非
常
な
る

昏
敬
を

受
け

､

青
少
年
老
に

は

許
さ

れ

ざ
る

諸

G

種
の

滋
味

佳
肴
を

真
ふ

の

特
権
を

有
し
て

居
り

経
済
的
に

も

政
治
的
に

も

大
な

る

権
勢
を

張
つ

て

居
る

｡

菅
に

長
老
連
の

み

な

ら

ず
､

其
の

メ

ン

バ

ー

に

は

年

齢
の

多
少
に

よ
り

て

衆
多
の

階
序

A
粥
e

已

監
∽

㌫
O

p
t
i

O

冒

が

設

け

ら

れ

其
の

年

序
に

よ

り

て

権
威
職
分

に

差

等
が

定
め

ら

れ
て

居
る

が
､

穏
記
に

於
て

も

其
の

疎
な

も
の

､

叉
ほ

其
の

遣
俗

で

ほ

な

い

か

と

凰
は

れ

る

も
の

が

認
め

ら

れ
る

｡

例
へ

ば

曲
穏
上

に

｢

人
生

れ
て

十

年
を

幼
と

日

ふ
､

畢
ぶ

､

二

十

を

窃
と

云

ふ
､

冠
す

､

三

十

を

放
と
日

ふ
､

宝
(

妻
〕

有

り
､

四

十

を

唱
と

臼

ふ
､

仕
ふ

､

五

十

を

文
と

日

ふ
､

官
政
に

服
す

､

六

十

を

習
と
日

ふ
､

指
使
す

､

七

十

を

老
と

日

ふ
､

俸
ふ

､

八

十

九
十
を

墓
と

日

ふ
､

七

年
を

悼
と

日

ふ
､

悼
と

彗
と

ほ

罪
あ
り

と

雄
も

刑
を

加
へ

ず
､

百

年

を

期
と

日

ふ
､

餅
(

義
)

ふ
､

大
丈
は

七

十

に

し
て

致
す

､

云
々

+

と

あ
る

が
､

こ

れ
で

あ
る
｡

昔

時
私
は

奉
幣

蕃
族

菌
慣
調
査
番
号

に

よ
つ

て

所
謂
高
砂
族
の

問
に

も
此
の

年

序
別

間
度
の

存
す
る
こ

と
を

知
り

､

小

論

｢

萎
糟
蕃
族
の

祀
禽
と

経

済
+

(

闊

民

経

済
雑
誌

第

十
九

合

算
三

､

四

靡
〕

の

中
に

聯
か

論
及
し

た

こ

と

が

あ
つ

た
｡
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一

橋

静

叢

夢
二

十
二

巷

第
一

衣

更
に

吾
等
の

興
味
を

感
じ
た

こ

と
は

一

に

し
て

足
ら

な

い
｡

即
ち
メ

ソ

ズ

･

ハ

ウ

ス

を

中
心

と

す

る

原
始
的
民
族
の

祓

密
議
内
に

権
勢
を

張
つ

て

居
る

最
高
長
者
は

漸
次
に

進
化

華
族
し

て

部
落
の

朝
日

首

長
か

ら

達
に

は

君
主
の

起
席
を

な
す

と

見
ら
る

可

き
も
の

が

あ
り

､

或
ひ

は

貴
族
諸
侯
･の

如
き

性
格
を

有
つ

に

至

る

も
の

が

あ
り

､

其
の

認
証
の

本
接
た

る
メ

ン

ズ
･

(

ウ

ス

は
一

方
に

於
て

停
統
的
な

停
論
文
は

歴
史
其
の

他
の

智
試
技
術
の

停
習
所
で

あ
り

､

同

時
に

祭
祀
儀
頑
の

畢
行
式
場
と

養
老

敬
老
の

機
関
と

を

伴
つ

た

も
の

と

な

り
､

.
又
は

魔
按
的

仲
間
組
合
の

ク

ラ

ブ

の

如
き
も
の

と

欒
遷
し
て

行
つ

て
､

中
国
古
代
の

辟
頑

幹
宮
の

如
き
寧
校
の

性
質
を

得

び
る

も
の

と

な
つ

て

来
る

こ

と

は
､

既
に

前
に

言
及

し
た

通
り
で

あ
る

｡

而
し
て

其
れ
等
の

鮎
は

中
国
古
代
の

醸
､

輯
に

鰻
記
の

諸
篇
の

中
に

少
な

か

ら

ず
其
の

造
俗
と

聾
し

き
も
の

､

又
は

痕
跡
に

は

あ
ら

ず
や

と

慮
は

る

る

も
の

を

見
出
し

得
る

か

に

感
ぜ

ら

れ
る
の

で

あ
つ

て
､

三

浦
教
授
が

夙

に

其
の

様
な

鮎
に

着
眼
せ

ら

れ
､

幾
多
の

警
抜
な

引
例
や

琴
讃
を

此

れ

等

の

虫
境
木
に

探
ら

れ
た
こ

と

は
､

私
の

驚
嘆
措
く

髄
は

ぎ
り

し

所
で

あ
つ

た
｡

此

の

頃

柳
田

国
男
民
を

始
め

数
名
の

雪
国
民
俗

撃

方
ニ

ケ
{
+
(

)

蒜

の

先
覚
者
蓮
が

協
力
し
て

薙
謡
｢

民
俗
+

を

孝
行
し
､

ま

た

別
に

民
俗
責
苦

刊
行
を

企

て

ら

れ

た

が
､

三

浦
新
七

教

援
も

亦
其
の

有
力
な

同

人
で

あ

り
､

其
の

芸
事
の

一

筋

七

し
て

一.
蔭
記
し

に

関
す

る

も
の

を

執
筆
す

る

積

り

で

あ
る

こ

と
を

私
に

話
さ

れ

た
こ

と

が

あ
つ

た
の

で
､

私
は

非
常
な

る

期

待
を

以
て

其
の

著
述
出
版
を

待
望
し

た

の

で

あ
つ

た

が
､

譲
合
の

同

叢

書
は

柳
田

氏
の

ち
の

を

始
め

次
ぎ
次
ぎ

と

刊
行
せ

ら

れ
た

に

拘
ら

ず
､

三

浦
教
授
の

｢

意
記
+

に

関
す

る

も
の

は

遽
に

公
に
せ

ら

る
し

に

至

ら

な

か

つ

た
｡

其
の

筏
(

大

正
三

年

十

月
)

私
は

長
崎
高
商
教
授
に

任
ぜ

ら

れ

て

赴
任
し
た

の

で
､

右
の

著
述
を

出
さ

れ

な

か
つ

た

所
以

な

ど
を

親
し

く
承

る

松
倉
も

得
ら

れ
な

か
つ

た

が
､

甚
だ

遺
憾
な
こ

と

で

あ
つ

た
｡

も
つ

と

も

鰻
の

嬰
は

中
国
の

古
典
の

撃

間
の

中
に

於
て

特
に

種
々

考
勘

考
野
上

な

ど

に

む
づ

か

し

い

問
題
に

纏
は

れ
て

居
る

鴻
の

で

あ
り

､

就
中
穏
記
は

最

も

衆
菰
紛
然
た

る

告
と

せ

ら

れ
て

居
る
の

で

あ
る

か

ら
､

其
の

遽
か

ら

或

ひ

ほ

自
要

せ

ら

れ

た
の

で

も

あ
ら

う
か

と

も

考
へ

て

見
る
の

で

あ
る

が
､

然
し

其
れ

は

礎
釆
の

菖
弊
漠
単
著
的
立
場
か

ら

の

こ

と

で
､

三

浦
博
士
の

如
き

泰
西
の

最
新
の

文
化
史
的
眼
光
乃

至

は

人

種
撃
や

､

虻
脅
人
類
畢

､

神

話
､

停
詮

､

古
俗

､

菖
慣
等
所
謂

句
○
-

打
･

F
O

完

に

亙

る

竪
富
な

智
誠
の

上

よ

り

之
を

磨
研
究
せ

ら

れ
て

こ

そ
､

永
く
従

来
の

聾

者
に
よ

つ

て

は

看
破
し

玩
味
し

得
な
か

つ

た
出

撃
記
の

眞
昧

妙
光
が

始
め

て

孝
拝
せ

ら

れ
る

の

で

は

な
か

つ

た

か

と

思
は

れ
る
の

で

あ
る

が
､

達
に

其
の

事

あ
る

に

至

ら

な
か

つ

た

事
は

異
に

痛
惜
に

堪
へ

な
い

節
で

あ
る
｡

然
し

な
が

ら

今
よ

り

四

十

餃
年
も
出

前
に

於
て

礎

来
何
人
も

心

付
か

な
か
つ

･
記

(

書

等
の

知

β9β
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転

る

限

り

に

於
て
)

斯
く
の

如
き
見
方
を

以

て

惑
記
な

ど

を

硬
故
ふ

と
云

ふ

こ

と

は
､

資
に

破
天

荒
の

卓
見
で

あ
つ

た

と

嘆
稀
す

る

に

足
る
こ

と
で

あ

る
と

思
は

れ
る

｡

私
が

三

浦
博
士

を

訪

問
し
て

教
を

請
う
た

時
に

､

指
未

紹
介

せ

ら

れ
た

今
一

つ

の

蕃
た

る
フ

レ

ー

ザ

ー

先
生
の

→
C
t

宍
ロ

ー

岩
戸

賀
n

灼

打
O

g

P

巨
叫

に

闘
聯
し

て

虫
に

三
口

付
加
へ

る
こ

と

を

許
さ

れ
た

い
｡

お

戦
か

し

い

こ

と

な

が
ら
フ

レ

ー

ザ

ー

先
生
の

如
き
碩
革
の

名
を

私
は

共

時
迄
全

然
知
ら

ず
ト

ー

チ
､

､

､

ズ

ム

な

ど
の

こ

と

も
三

浦
博
士

の

講
義
よ

り

外
に

は

未
だ

聞

か

な
か

つ

た

の

で

あ
る

｡

綺
ほ
フ

レ

ー

ザ

ー

先
生
に

は

ダ
ル

ク
ィ

ソ

や
ス

ペ

ソ

サ

ー

が

十

九
世
紀
の

撃
界
に
た

て

た

挙
動
に

比

す
べ

き

程
の

大
業
蹟

で

あ
る

と

タ

イ
ム

ス

紙
が

稀
質
し
た

C
｡
-

計
日

野
長
打

と

云

ふ

大
著
の

あ
る

こ

と

も
比

の

時
始
め

て

知
つ

た
の

で

あ
る

｡

尤
も

歯
時
の

雪
国
に

於

て

は
フ

.
レ

一
-

ザ

ー

の

名
を

知
り

､

其
の

著
書
を

讃
む

や

う
な

聾
者
は

甚
だ

少
範
囲
に

限
ら

れ
て

居
た
の

か

も

知
れ
ず
其
の

頃

迄
に

G
O
-

計
臼

申
じ
一

品
F

を

吾
が

拳
界
に

紹
介
し

た
の

は

僅
か

に

上

田

数
億
士

く
ら

ひ

な

も

の

に

過

ぎ
な

か
つ

た

ら

し

い

の

で

あ
り
ヽ

私
が

同

君
を
入

手

し

た
の

も

長
崎
甘

同

商

へ

赴
任
し

て

後
の

こ

と

で

あ
る

が
､

づ
U

t

爪

邑
勿

ヨ

a

邑
ヨ
当
じ

笥
ヨ
七

の

方
は

其
の

時
(

大

正
二

年

頃
)

三

浦
教
授
か

ら

ト

ー

テ

ム

の

起
源
に
つ

い

其
の

頃
の

三

浦
新
七

博
士

と

私

て

論
じ
て

あ
る

其
の

第
四

巻
を

暫
時
拝

借
し
て

中
国
古
代
の

神
話
序
説

等

と

比

較
研
究
し

､

常
時
(

大
詔

ご
一

年

乃
■

室

町
年

頃
〕

の

国
民
経
済
難
誌
や

日

本
融
合
撃
院
年

報
等
に

要
義
し
て

､

先
進
の

教
を

乞
う
た

こ

と

が

あ
つ

た
｡

｢

ト

ー

テ

ミ

ズ

ム

の

起
原
及

び

支
那
太

古
に

於

け

る

此

制
度
の

存

否
+

(

日

本
祀

食

草
院

年

報
帝
二

､

第
三

合

放
､

大
正

四

年

四

月
)

な
ど

は

其
の

一

つ

で

あ
り

､

叉

討
粥

b
町
p

ヨ
小

1

に

裁
て

も
漢
民
族
の

祀
昏
史
上

極
め

て

題
著
な

特
徴
と

せ

ら

れ
､

同
姓
不

嬰
の

慣
習
の

如
き
は

正

に

其
の

好
適
例
で

あ
る

の

で
､

私
の

中
国
古
代
の

敢
禽
史
経
済
史
の

研
究
上

に

於

て

参
考
に

資
し

た

所
決
し

て

少
く
は

な

か
わ

た
｡

L

ヽ

､
一ノ

今
一

つ

私
が

長
崎
赴
任
以

前
に

三

浦

博
士
か

ら

享
け
た

と

こ

ろ

の

撃

召

上
の

利
益
は

､

囲
萎
縮
の

目
録
改
修
の

事

業
に

手
樽
つ

た

事

か

ら

で

あ

る
｡

此
の

事

は

薗
に

私
一

個
人

と

し
て

大
利
益
を

得
た

る

の

み

な

ら

ず
､

爾
来
此
の

周
章
詣
を

使
用
し

た

母

校
の

教

授
畢
生

は
一

般
に

廉
く
深
く
且

つ

永
く
曇
り

知
る

可
か

ら

ぎ
る

便
益
を

享
得
し

た

も
の

と

冨
は

1

H

ば
な

ら

ぬ

の

で

あ
つ

て
､

三

浦
博
士

が

母
校
の

矯
め

に

せ

ら

れ
た

功
績
の

一

大
部

分

を

な

す

も
の

と

云

ひ

得
る

で

あ
ら

う
｡

三

浦

博
士

が

母

校
の

囲
睾
館
長

を

乗
任
せ

ら

れ
た

の

は

大
正

元
年
の

秋
で

あ
つ

た

か

或
ひ

は
聖

二

年
の

春

β∂∂
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一

緒

翰

叢

算
二

十
二

巷

第
叫

鋳

で

あ
つ

た

か

は

つ

き
り
■
記

憶

は

せ

ぬ

が
､

兎
に

角
其
の

任
に

就
か

れ

る

や
､

敢
然
と

し

て

日

録
カ

ー

ド

の

改
善
を

企
て

ら

れ
た

｡

斯
か

る

煩
累
な

事

務
的
の

仕
事

な

ど

は

多
く
ほ

事

務
員
ま

か

せ

に

流
れ

易
い

も
の

で
■■ぁ
る

が
､

三

浦
悼
士
の

意

気
込
は

そ
の

様
な

生

産
し

い

も

の

で

は

な

か
つ

た
｡

私
は

明
治
凹

十

三

年
以

来
母
校
の

講
師
嘱
託
の

下
に

国
博
士

主

幹
の

調
査

部
■
の

仕
事
や

其
の

ゼ

ミ

ナ

ー

ル

の

助
手

及

び

専
攻
部
自
由
圏

番
室
の

事

務

な
ど

を

し
て

居
た
の

で

あ
も
が

､

三

浦
願
書
館
長
は

､

其
の

企
て

ら

れ

た

カ

ー

ド

目

録
の

改
善
事

業
に

詞
ら

携
は

る

と

共
に

私
に

も
其
の

手
樽
を

命

ぜ

ら

れ

た
｡

現
在
の

東
京

商
大
の

教
援
諸
氏
の

中
に

も
一

つ

橋
の

奮
校
舎

の

壊
に

あ
つ

た

あ
の

狭
院
な

営
時
の

国
書
館
の

こ

と

を

記
憶
し
て

屠
ら

る

る

人
は

極
め
て

稀
で

あ
ら

う
｡

印
刷
目

録
も
カ

ー

ド

日
銀
も

､

今
日

の

も

の

か

ら

見
れ

は

頗
る

幼
稚
で

不

備
の

も
の

で

あ
つ

た

が
､

留
め

に
､

蘭
書

館
利
用

者
に

と
つ

て

多
大
の

不
便
が

あ
つ

た
こ

と

は

云
ふ

迄
も

な
い

こ

と

で

あ
る

が
､

然
し

そ

れ

な
ら

ば

と

て

如
何
に

之
を

家
書
す

る

か

と
云

ふ

様

な

案
な

ど
は

学
究
的
な

教
授
諸
先
生

な

ど
の

念
萌
に

浮
び

鞋
い

の

を

常
と

す
る

の

み

な
ら

ず
､

日
銀
を

書
き

直
す

と
か

カ

ー

ド

改
善
q

仕
事
に

酋
る

な

ど
の

如
き

一

見
乾
燥
無
味
に

し
て

煩
累
限
り

な
い

や

う
太

宰

務
的
仕
事

な

ど
を

好
号
ぬ

の

が
､

其
れ
等
の

人
々

の
一

般
の

傾
向
と

云
つ

て

よ

か

ら

う
｡

然
し
な

が

ら

質
に

草

間
を

睦
に

せ

ん

と

欲
す
■
る

な
ら

ば
､

教
師
た

る

老
が

､

よ

き
春
物
を

頗
利
に

盛
ん

で
へ

よ

き
講
義
を

し

な
け

れ
ば

な

ら

ず
､

同
時
に

畢
生
に

も
よ

き
書
物
を

便

利
に

讃
み

得
る

様
な

仕
組
を

尭
供
し

た

け

れ

ば
な

ら

ぬ
｡

比
の

意
味
か

ら

す

れ

ば
､

目

錨
カ

ー

･､･

ド
の

改
善
と

云

ふ

事
は

車
間
隆
昌
向
上
の

重
要
な

梶
本
策
の

一

つ

で

あ
つ

て
､

一

と

度
之
を

技

術
的
機
械
的
に

教
書
し
て

置
け

ば
､

其
の

利
益
は

爾
後
群
衆
に

向
つ

て

莫
大
な
る

も

の

の

あ
る
こ

と

は

論
ず
る

迄
も

な
い

こ

と

で

あ
る

｡

三

浦

館

長
が

敢
然
と

し

て

比
の

事

を

企
て

ら

れ
た

の

は

蓋
し

此
の

溢
に

見
る

研
が

あ
つ

た

に

相
違
な

い

の

で

あ
る

｡

三

浦
博
士
は

目

銀
カ

ー

ド

を

全
部
其
の

形
式
及
び
記

載
碩
目
共
に

所
謂
ス

タ

ン

ダ

ー

ド
･

カ

ー

ド
の

様
式
に
や

り

直
す
こ

と

に

決
意
せ

ら

れ
､

其
の

出
勤
の

日

に

は

必
ず

発
酵
聞
か
づ

1

親

ら

睾
庫
内
の

図
書
を

頼
り

出
し

て

来
て

其
の

事

に

懲
ら

れ

た
｡

私
も

毎
日

其
の

事
に

礎
つ

た
■｡

幾
高
射

と

云

ふ

塵
瑛

だ

け
の

囲
召
を

僧
衣
に

一

筋

濁

ら

ず

頼
り

出
し
て

釆
て

､

著
者
名

､

音
名

､

孝
行
場
所

､

其
の

第
一

版
の

年

次
､

該
書
の

版
数
其
の

年
次

､

書
物
の

大
き
さ

､

序
文

､

目

次
､

本
文

､

索
引

等
の

各

別
頁
数

､

其
の

喜
の

属
す

る

主

要
分

頸
､

及
び

闘
渉
分

琴
:

…

等
で

随
分

詳
細
に

互
つ

た

む

の

で

あ

り
､

な

か

な
か

頗
累
で

は

あ
る

が
､

其
の

代
り

此

の

ヵ

ー

ド

が

完
成
す
れ

ば
､

使
用
者
に

と

つ

て

は

便
利

此

の

上

も
な

い

も
の

で

あ
つ

た
｡

現
在
国
立
の

商
大
樹
書
館
に

存
す
る

も

■の
ほ

必
ず
や

此
の

時
に

改
善
せ

ら

れ
た

標
準
式
に

よ

つ

た

カ

ー

ド

で

あ
ら

JO ∂



う
｡

私
は

約
一

ケ

年

程
も

斯
か

る

仕
事

に

礎
草

し
た

｡

毎
日

手

掌
も

襟
柚

も
挨
だ
ら

け

七
な

り
､

鼻
の

孔
ま
で

も

黒
く
な

り

恰
も

煤
沸
の

人

夫
の

如

く
な

る

を

免
れ

な
か
つ

た
｡

密
着
の

中
に

は

或
ひ

は

そ

ん

な

汚
た

な
い

面

倒
な

仕
事

を

よ

く
も

一

ケ

年
間
も
や
つ

た

も
の

た

と

此
の

田
崎
に

封
し

て

陳
憫
の

隋
を

催
す

も
の

も
あ
る

か

も

知

れ
な

い
｡

全
く

其
れ

は

も
つ

と

も

ヽ

な
こ

と
で

あ
る

｡

最
初
此

の

仕
事
を

命
ぜ

ら

れ

た

時
に

は

さ
す

が
に

忍

耐

衷

さ
を

誇
と

す
る

観
後
人
の

私
も

賛
は

相
箇

う
ん

ざ

㌔
い

た

も
の

で

あ

る
｡

併
し
一

二

週
間
や

つ

て

居
る

申
に

知
ら

ず

識
ら

ず
其
の

面
倒
臭
さ

さ

や

煩
催
さ
を

忘
れ
て

行
づ

た
｡

私
は

毎
日

毎
日

自
分
の

囲
書
文
厳
に

関
す

る

知
餞
の

伸
び
ゆ

き
損
ま

り

行
く
こ

と

を

覚
え
た

｡

自
分
は

昏
つ

て
.剣

道

の

師
藤
山
田
次
郎
吉

先
生
の

お

宅
を

訪
問
し

て

其
の

痺
告
の

多
き
を

見
て

垂

挺
し

､

因
つ

て

山
鹿
素
行
先
生
の

撃
間
を

窺
ふ

の

端
腐
を

得
た

｡

女
海

繹
寺
寄
寓
中
瀬

同
寺
の

先
任
敬
神
大
和
倍
の

捗
痩
せ

ら

れ
た

傍

輿
漢
籍
の

多
大
な
の

を

見
て

一

驚
を

喫
し
､

其
れ

を

自
由
に

揖
む
こ

と

を

許
さ

れ
て

鴻
撃
な
が

ら

捌
か

な

り
と

も
其
の

方
面
の

知

歳
を

獲
得
す

る

を

得
た

｡

然

る

に
､

今

度
は

其
れ

等
と

比
較
に

も

な
ら

ぬ

程
豊
富
な

母
校
園
書

館
の

歯

車
全
部
を

自
由
に

取
り

出
し
て

見
ろ

こ

と

が

出
来
る
の

で

卦
匂

｡

其
の

緒

部
数
が

磯
萬
で

あ
つ

た

か

今
記
憶
し
て

居
ら

ぬ

が
､

少
く

も
十

萬
を

前
後

す
る
､

も
の

で

あ
つ

た

で

あ
ら

う
｡

其
れ

を

毎
日

何
十
射

､

又
は

百

筋

以

上

ゝ

其
む

駁
の

三

溶
薪
七

博
士

と

私

も

手
に

取
つ

て

仔

細
に

上

記
の

標
準
に

依
つ

て

其
の

内

容
を

検
索
し

記
銀

す

る
の

で

あ
る

｡

日

に

日

に

未
見
の

害
を

見
､

未
知
の

智
に

髄
れ

る
の

で

あ

る
｡

日

に

よ
つ

て

は

何
十

枚
の

カ

ー

ド

蓄
入

を

次
々

L

謹
き
込
ん
で

大
に

進
捗
す

る
こ

と

も
あ
つ

た

が
､

時
忙

よ

り

珍
異
又
は

渇
望
の

蓄
に

出
合
す

る

と

き
は

思
は

ず
讃
み

入

り

て

時
の

過
ぐ
る

を

覚
へ

ざ
を
こ

と

も
あ
る

｡

斯
く
の

如
く
し
て

私
は
三

ケ

月
牛

年
と

経
つ

に
つ

れ
､

如
何
な

る

問
題
に

闘
聯
し
て

は

如
何
な
る

文
献
が
此

の

国
事
館
に

あ
る

と

云

ふ

こ

と

を

知

り
､

文
選
な
る

閲
覧
者
と

し

て

印

刷
日

鈴
な

り
カ

ー

ド

目

録
な

り
を

検
索
■

す
る

場
合

に

は

著
者
名
や

喜
名
の

上

か

ら

は
一

見
ど

ん

な

内
容
の

本
か

が

あ
か

ら

な

か
つ

た

り
､

又
は

良
分
の

研
究
せ

ん

と

す
る

問
題
に

封
し

て

そ
■

れ
程
娼
罫
な
害
で

は

な
か

ら

う
と

盛

断
し

た

り
す
る
や

ヶ
な

本
が

案
外
に

貴
重
必

須
の

内
容
を

有
す
る

如
き
こ

と

を

資
見
し
た

り

し
て

､

斯
か

る

仕

事
に

携
は

ら

ず
に

は

恐
ら

く
は

到
底
得
姓
か

つ

た

で

あ
ら

う
智
見
を

弘

む

る

こ

と

が

出
来
た

｡

.
同

時
に

そ

ん

な

に

樺
山
あ
ら

う
と

は

想

像
も
し

な

か

っ

た

軽
に

多
数
の

且
つ

精

摸
せ

ら

れ

た

漂
着
の

備
ヘ

ム

れ
て

居
る
こ

と

を

知
つ

て

驚
き
且
つ

喜
ん

だ
｡

開
い

て

見
る
と

こ

れ
は

吾
等
が

昏
て

商
業

史

や

商
業
作
文
な

ど
を

教
は
つ

た

文
革

博
士

横
井
時
各
党
生
が

圃
睾
餃
に

関

係
し
て

居
ら

れ
た

時
代
に

括
入

せ

ら

れ

た

も
の

が

渦
牛
を

占
め

て

居
る

と

云

ふ
こ

と
で

あ

訝
｡

長
い

密
着
は

警
と

し
て

雷
が
ら

も
何
時
と

は

㍊
一
.

r



2渕

】

橋

漁

業

弟
二

十
二

巻

弟
一

班

な
し

に

良
き
仕
事
を

し
て

居
る

も
の

だ

主
茶

ふ
こ

と

を
つ

く
づ

ぐ
感
心
せ

ざ
る

を

得
な

か
つ

た
｡

三

浦
博
士

も
館
長
と

し
て

ど

七

ど

し

長
者
善
本
の

酪
入

を

さ

れ
た

が
､

特
吃
音
今
固

嘗
集
成
と

か
､

四

部

叢
刊
と

か

云
ふ

様

な
一

部
千
筋
以
上

も

あ
る

と

云

ふ

様
な
も
の
､

筋
府
元
絶
と

か
､

金

石
索

と

か
云

ふ

容
易
に

は

手
に

入

ら

な

い

貴
重
書

､

殿
虚
番
契
で

あ
る

と

か
､

マ

タ

ク

ス

･

ミ

ュ

ー

ラ

ー

の

サ

ク
レ

ッ

ド
･

ブ

ッ

ク

ス

･

オ

ブ
ー

ゼ

イ
エ

ス

ト

だ
の

､

レ

ッ

〆

の

チ

ャ

イ
ニ

ー

ズ
･

ク

ラ

シ

ッ

ク

ス

な

ど
の

名
著
は

皆
此
の

時
に

備
へ

ら

れ

た

も
の

で
あ
る
｡

且
つ

従
爽
雪
辱
の

未
だ
見
た
こ

と

の

な

い

世

界
各
国
大
都
市
の

古
本
屋
の

在
庫
目

録
が

次
第
に

郵
逢
せ

ら

れ
て

来
た

｡

ケ

ガ

ゾ

パ

ウ

ル

だ
の

プ
ロ

ブ
ス

ト

ハ

イ
ゾ

な

ど
の

如
き
世
界

一

洗
の

古
本
屋
の

在
庫
品
日

銀
を

私
が

見
て

胡
目
し
､

羨
望
し

た

り
す
る

に

至

つ

た

の

は
此
の

賢
以
来
の

こ

と
で

あ
り

､

叉
本
郷
の

文
衆
望
の

目
録

に

も
親
し

く
な
り

､

果
て

は

文
求
堂
の

主
人
田

中
旋
太
郎
氏
(

外

語

出

身

の

畏
敬

す
べ

き

人

で

あ
つ

た
)

と

も

顔

見
識
と
■
な

り

交
友
す
る

様
に

も
な

つ

た
｡

息
へ

ば

是
れ
皆
≡

浦
博
士

に

よ

り
て

圃
書
館
の

日
銀
カ

ー

ド

改
善

＼

の

仕
事
の

手

樽
を

さ

せ

ら

れ
た

こ

と

か

ら

得
ら

れ
た

賜

物
に

外

な

ら

な

い
｡

私
は

大
正
三

年
十

月
に

長
崎
へ

赴
任
し

た
の

で

あ
る

か

ら
､

其
れ
は

僅
か

に
一

ケ

年
そ
こ

そ
こ

の

間
の

事
で

あ
る

が
､

私
の

草
間
的
生

海
に

如

何
に

大
き

･

い

利
益
を

加
へ

た

か

知
れ

な
い

の

せ
あ
つ

て
､

常
々

其
の

拳
恩

こ

∵
■弓
÷

享
｢芽
▼

享
.

町

､

を

僻
ん
で

感
謝
し

て

居
る
の

で

あ
る
｡

七

私
ほ

大
正

五

年
十

一

月

文
部
省
か

ら

留
畢
を

命
ぜ

ら

れ

長
崎

高
商
か

ら

米
国
に

渡
り

､

最
初

ハ

ー
.

ハ

.-
ド

大
草
に

午
年
窄
居
つ

て

ダ

ウ

シ

フ

グ

教

援
の

国
際
貿
易
論
就
中

C
｡

巨

召
昌
t
i

く
e

C
｡

賢

｡
什

勺

3
d

喜
t
小

○

日

の

出

論
や

､

G
p
叫

教

授
の

米
国
経
済
史
な
ど

を

聴

層
し

た

が
､

濠
京
商
大
の

宙
垣

黄
次
郎

､

名
古
屋
高
商
の

高
嶋
併
二

郎
､

項
大
の

高
柳
賢
三

等
の

諸

教
経
や

､

海
軍
の

武
井
大
助
主
計
大
尉
等
が

皆
な
ハ

ー

バ

ー

ド

に

あ
り
､

倍
ほ

九
大
の

村
村
幹
雄

､

森
兵
曹

､

京
大
の
.
厨
川
白

村
等
の

諸
教
授
な

ど

も

暫
時
滞
在
し
て

居
り

､

又
基
督
教
で

留
象
せ

る

柳
原
貞
太
郎
君
あ
り

､

其
の

他
に

も
私
立

大
畢
や

臥

本
銀
行

､

陸
海
軍
等
の

留
畢
生

等
が

来
る

と

云
ふ

風
で

一

時
頗
る

巌
や

か

で

あ
つ

た

が
､

私
の

故
に

一

筆
是
非
届
き
加

へ

て

置
か

ね
ば

な

ら

ぬ

と

息
ふ
■
の

は
､

自
費
で

来
て

既
に

十

年
以
上

も

留

撃
し
て

屏
る
と

云

ふ

移
川
子

之
腔
博
士

で

あ
る

｡

同
君
は

脅
津
の

産
だ

と

聞
い

た

が
､

直
ち

に

野
口

英
世
博
士

を

聯
想
せ

し

む
る

如
き
矯

寧
な

る

勤

+

勉
家

て

夢
も

英
語
で

見
る

が

脅
津
に

留
守

居
七
て

居
ら

れ
る

母
堂
ま

で

が

夢
の

中
で

は

英
語
で

話
さ

れ
る

な

ど

語
ら

れ
る

樫
に

､

米
国
に

屏
馴
れ

た

人

で

先
輩
留
畢
生

と

し
て

種
々

な
る

世
話
を

し
て

下

さ
つ

た

が
､

同
氏

3 ∂β



】
JO3

の

専
攻
は

準
じ

口
i

巴

A

已
ど
0

匂
○
-

C

粥
叫

又
は

空
F

ロ
○
-

長
句

の

方
面
に

慶

す
る

亜

米
利
加
印
旬
旋
の

如
き
原
始
的
民
族
の

文
化
に

関
す

る

研
究
を

や

つ

て

居
り

､

大
正

六

年
の

春
頃
は

丁

度
其
の

ド

ク

ト

ル

論
文
を

脱
稿
し

､

間

も

な

く
其
が

層
過
し
て

芽
出
産
ド

ク

ト

ル

の

デ

グ

リ
ー

を

得
て

蹄
朝
せ

ら

れ
た

が
､

私
が
三

浦
博

幸
の

影
響
に

よ

り
て

メ

ソ

ズ
･

ハ

ウ

ス

サ

ト

ー

テ

ム

や
タ

ブ
■-
な

ど
の

研
贋
に

明
か

な

が

ら

頭
を
つ

つ

こ

ん
で

居
り

､

先
き

に

記
し

た

如
く

】

汁

弓
e

訂
訂
H

の

勺
ユ

日
E
く

e

S
e

宍
e
t

∽
○
の

訂

首

を

翻

詳
し

た
ー

■. +

と

な

ど

か

ら
亜

米
利
加
何

句
族
に

閲
す
る

多
少
の

智
識
を

有
し

て

居
た
こ

と

が

放
と

な
つ

て

ゆ

く
り
な

く
も

移
川
氏
と

畢
的
交
り

を

結
ぶ

こ

と

と

な

り
､

ハ

ー

バ

ー

ド

大
草
の

置
く
近
く
に

あ
る

有
名
な
る

人
種
畢

博
物
鯨
た

る

吋
e

e

ぎ
奇

岩

忌
e

ゴ

2

内
に

於
て

移
川
原
の

受
け

て

居
ら

れ
た

研

究
席
の

特
権
を

譲
り

受
け

る
こ

と

が

出
来
て

折
究
上

に

多
大
の

便

や

益
を

得
七

､

の

で

あ
つ

た
｡

此
の

特
樺
は

或
る

規
定
の

下
に

希
望
者
の

申
込

に

よ

り
て

許
輿
替

ら

れ
る

も
の

で

博
物
館
内
の

一

定
の

場
所
の

研
究
用
の

卓
と

椅
子

を

常
用
し
､

且
つ

自
由
に

館
内
の

研

究
資
料
を

利
用
す
る

を

得

る

の

で

あ
訂

が
､

数
に

制
限
が

あ
つ

て

客
席

が

生

じ
.
な

け

れ

ば
､

申
込
ん

で

も

容

易
に

受
け

ら

れ
な
い

も
の

で

あ
つ

た

が
､

私
は

恰
も

よ

ぐ
移
川
氏

の

後
釜
に

座
る
を

得
た

繹
で

あ
る
｡

故
に

私
は

A

莞
ユ

瑠
-

■月
t

F

邑
｡

的
叫

や

句
○
-

F
ビ
O

H

e

に

就
て

短
時
日

の

間
に

比

較
的
多
く
の

資
際
的
智
見
を

･
■

其
の

臥

芸
清
軒
七

博
士

と
私

塊
む

る
こ

と

が

出
来
た

｡

且
つ

時
の

吾
が

毒
薄
紙

督
府
民
政
長
官
た

る

下

村
宏

博
士

と

勺
e

e

す
0

奇

岩
畠
e

亡

m

と
の

間
に

幹
旋
し
て

同
館
の

諸
報

告
と

重
野
薄
族

蕃
慣
調
査
脅
報
告
と
の

交
換
寄
贈
を

摂
り
計
ら
ひ

､

且
つ

同

館
内
か

ら

下
村
長
官
に

卑
見
を

者
達
り
て

蔓
北
帝
大
に

於
て

人
種
畢
講

座
の

極
め
て

重
要
な
る

こ

と
並

び
に

高
砂
族
を

主

賓
と

す
る

人
種
拳
博
物

館
を

開
設
す
べ

き
こ

と

を

進
言
し

た

り
し
こ

と

が

あ
る

が
､

其
の

手
紙
は

同
地
の

新
潮
に

拐
戯
せ

ら

れ
た

と

云

ふ
こ

と

で

あ
つ

た
｡

後
日

博
物
館
と

は

行
か

ぬ

迄
も

蕃
族
土

俗
陳
列
館
腰
の

も
の

が

出
来

､

更
に

移
川
子

之
痛

棒
士

が

竜
北
帝
大
の

教
授
と

な

ら

れ
其
の

人

種
拳
講
座
を

櫓
蕾
せ

ら

れ
る

こ

と

に

な
つ

た
こ

と

な

ど

ほ
不

忠
耗
な

国
政
と

云

ぽ

ね

ば

な

ら

ぬ
｡

八

一

./

私
は

大
正
六

年
夏
ニ

ュ

r
ヨ

ー

ク

に

行
き
其
の

秋
か

ら

翌
年
の

冬
造
ワ

シ

ソ

ト

ソ

に

滞
在
し
､

十
二

月
シ

カ

ゴ

大
畢
に

行
き
次
い

で
ヾ

ハ

ー

ク
レ

ーヽ

の

キ
ャ

リ
ホ

ル

ニ

ヤ

大
草
を

訪
う
て

大
正

八

年
二

月
膵
朝
し

た

が
､

此
の

問
ニ

ュ

ー

ヨ

ー

ク

の

芳
t

;

旦
i

t

呂

写
仁

芳
+

m

ヮ

シ

ソ

ト

ン

の

冨
弓

宅
p
t
-

○

日

巴

岩

忌
e

日

日

シ

カ

ゴ

の

句

訂
-

n

2

巴
三

+

已

撰
i

箆
○

召

E
忌
?

ゴ

m

等
に

凝
て

亜

*
利
加

印
旬
族
の

生

活
に

邸
す
る

人
種
拳
や
フ

ォ
ル

ク

P

-

ア

の

方
面
な

ど
に
つ

き
安
物
研
究
を

な
し
､

ワ

シ

ソ

ト

ソ

に

於
て

は

3∂3

♭

紆

転
弘

㌢
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】

森
㌧

静

叢

希
こ

で
こ

春

草
→

凍

当
p
{

訂
日

巴

宅
忌
e

占

m

の

人
種
撃
部
長

洋
0
-

ヨ
e
臥

博
士

､

㌍
e

邑
ユ
c

訂

博
士

等
に

教
を

乞
ひ

､

文

有
名
な

S

日
-

t

ど
0

2 .

P

臼

Ⅰ

ロ
〔

迂
t

ま
i

O

日

を

訪

問
七

､

且

同

所
内
の

H

ど

記
P

亡

｡
{

A
ヨ
e

早
口

p

ロ

望
ぎ
○
-

○

的

叫

か

ら

貯

版
せ

ら

れ

た

A
日

日

宕
-

カ
2

勺
○

ユ

や

田

已
-

e
t
i

臼

及
び

ナ
2

召
訂

民
○

蒜
･

P

臼
い

S

篭
t

e
-

ロ

○
れ

C
O

星
p

口
内

已
2 .

t

y

甲
ロ

n

♭

諦
2 .

t

叫

○
{

t

F
e

H
占

m
･

呂
句
p

邑
-

ご

弓
思
E

題
t

｡

臼

∵
-

00

ご
･

な

ど
の

貴
重
な

る

も
の

を

少
な

か

ら

ず
入

手

す
る
こ

と

を

得
､

シ

カ

ゴ

に

於
て

は

S
t

賀
∵
博
士

や
＼

訂
･

ヾ

已
e
H

博
士

を

訪
問
し

て

孝

義
し

文
盲

本
屋
で

H
e

臼
り

叫

声

骨
F
｡

○
-

巧
a
･

許
”

E
t

F

日
○

叫

旨
]

首
訂

巴

R
2

胃
賢
の

ど
払
.

カ
e

眉
e

邑
臼

粥

旨
e

労
e

払

呂
監
ロ

○
れ

わ

冒
e

旨
口

P
一

ひ

く
｡
-

占

臼
e
m

〉

W
p

臣
i

ロ

g
t

早
口

一

-

00

託
し

筈

を

賛
見
す
る

′

こ

と

を

得
た

｡

此
の

本
は

既
に

坊
間
に

於
て

は

滅
多
に

得
ら

れ
な

い

希
顎

昏
で

､

ニ

ュ

ー

ヨ

ー

ク

で

も
ワ

シ

ソ

†

ソ

で

も
､

逸
に

矧
ら

れ
な
か
つ

た

垂
誕
の

蕃
で

あ
つ

た
の

で

非
常
に

嬉
し

か
つ

た

が
､

頗
る

高
儀
な
の

で

辛

が

出
せ

ず
其
の

本
屋
に

懇
談
し

良
分

が
日

本
に

犀
つ

て

か

ら

必
ず
構
入

す

/

る

か

ら

と

手
付
金

を

置
て

堅
き
約
束
を

な

し
､

辟

朝
後
三

浦
博
士

と

相
談

し
て

母
校
の

圏
書
館
に

買
つ

て

頂
き
更
に

之
を

長
崎
甘

同

商
の

国
書
館
に

借

受
け
て

使
用
さ
せ

て

も
ら
つ

た
こ

と

も

あ
つ

た
｡

之
は

無
論
東
京
商
大
圏

奉
館
に

成
せ
ら

れ
て

居
る

筈
で

あ
る

が
､

資
に

斯
撃
界
の

賛
と

云
ふ

て

も

よ
い

で

あ
ら

う
｡

要
す
る

に

E
t

ロ
1

日

b
【

O

g
叫

や

句
○
-

打
･

F
O

蒜

の

草
間
に

私
を

結
び

付
け

て

下
さ
つ

た
抜
穂
び
の

神
様
ほ
三

浦
博
士

で

あ
つ

た
｡

其
の

後
私
は

昭

和
四

年
春
道
長
崎
甘

同

商
教
授
に

在
職
し

更
に

大
阪
商
大

教
授
に

韓
任
し

昭

和
十
五

年
停
年
迄
在
職
し
､

づ

つ

と

東
京
を

離

れ
て

居

た

鍔
め

に

三

浦
博
士

に

接
す
る

横
合
は

稀
で

あ
つ

た

が
､

昭

和
五

年
私
が

英
国
に

行
き
益
々

フ

レ

ー

ザ

ー

先
生
の

草
間
に

傾
倒
し

た

り
､

ケ
エ

ス

ク

ー

マ

ー

ク

や
セ

リ
グ

寸

ソ

､

又
は
マ

リ

/

ウ

ス

キ

ー

諸
博
士
の

講

義
を

聴

い

た

り
､

⊥

暦
関
心

を

決
め

た

り

し
た

こ

と

の

遠
因
は

皆
こ

れ
三

浦
新
七

博
士

か

ら

受
け
た

大
き
な

影
響
の

結
果
で

あ
つ

た

と

思

う
て

胸
中

終
始
感

謝
の

念
に

満
ち
て

居
る

次
第
で

あ
る
ぺ

今
次
の

戦
撃
中
私
が

準
用
で

上

京

し
た

際
､

三

浦
博
士

と

偶
然
に

禽
ひ

全
く

鶴
の

如
き
白
髪
の

老
紳
士
た

る

博
士

と

暫
時
談
話
し

た

が
､

切

迫
せ

る

時
局
下
で

緩
複

層
間
上

の

事
を

語

り
合
ふ

や
う
な
閑

も
な

く
､

常
に

私
の

胸
中
に

あ
る

其
の

畢
恩
に

射
す

る

感
謝
の

言

葉
す
ら

充
分
に

琴
へ

る

に

も

至

ふ

ず
し
て

倒
れ
た

が
､

意
外
に

も

其
れ
が

三

浦
博
士

に

舎
つ

た

最
後
の

機
禽
と

な

ら

う
と

は
､

賛
に

人
生

の

は

か

な

さ

を

痛
感
せ

ざ
る

を

得
な

い
｡

同

博
士

は

著

述
論

文
等
に

は

特

に

慣
重
の

態
度
を

持
し

て

居
ら

れ
､

飴
り

多
く
を

蟹
表
は

せ

ら

れ

な

か
つ

た

横
で

は

あ
る

が
､

会
に

せ

ら

れ
た

も
の

は

皆
博
大
な

智
見
探
遠
な

造
詣

に

基
い

た

掲
創
的
の

も
の

で

あ
つ

た
｡

同

博
士
の
■
追
悼
と

か

記
念
と

か

云

ふ

様
な

事
業
が

企
て

ら

れ

る

場
合
に

は

同
博
士
の

論
文
債

覇
行
の

一

事
を

3 ∂≠
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是
非
其
の

一

つ

に

加
へ

ら

れ

ん

こ

と

は

私
lの

切
望
に

堪
へ

ぎ
る

所
で

あ

る
｡

本
稿
の

初
頭
に

述
べ

た

や

う
に

明
治

環
葉
頃
柳
田

国
男
民
等
が

民

俗
讃
番
を

刊
行
せ
■ち
れ

た

時
に
三

浦

博
士

が

執
筆
の

預
定
で

あ
つ

た

｢

鐘

記
に

関
す
る

民
俗

学
儲
研

究
+

｢

(

書
名
に

あ

ら

ず
､

書
名
は

未
定

で

あ
つ

】

▼

た

と

息
ふ
)

と

を
苧
ふ

可

き
も
の

が

遼
に

会
に

せ

ら

れ
ず
じ

ま

ひ

に

な
つ

て

居
る
こ

と

は

私

共
と

し
て

甚
だ

遺
憾
に

堪
へ

ぬ
事
に

恩
ふ

の
一

で

あ
る

.-

わ

F
-

ト

∵

が
､

必
ず
や

着
手

替

ら

れ
て

居
つ

た

こ

と

を

想

像
す

る
の

で

あ

ら

が
､

其

の

様
な

邁
稿
が

あ
り
は
せ

ぬ
で

あ
ら

う
か

｡

同

博
士
の

ゼ

ミ

ナ

ー

ル

を

受

け

ら

れ
た

門
下
生
の

方
々

で

其
の

や

う
な

心

肯
り
の

あ
ら
る
ゝ

方
が
な

い

で

あ
ら

う
か
川

勿

論
御
本
人
の

孝
義
せ

ら

れ
な
か

つ

た

未
定

稿
の

様
な

も

の

七
れ
ば

充
分

慎
重
に

硬
扱
ひ

､

故
人
の

意
志
に

惇
ら

ぬ

や

う
に

心

を

用

/

ひ

な

け

れ
ば

な

ら

ぬ

け

れ

ど

も
､

三

浦
博
士
の

如
き
見
方
に

よ

り
｢

鰻
記
+

の

研
究
と

云

ふ

も
の

が

世
に

盈
に

せ

ら

れ
た

な

ら

ば

必

ず
や

東
洋

撃
界
に

未
だ
曾
て

見
ら

れ
な
か
つ

た
一

つ

の

新
し

き
光
明
を

映
射
す
る

こ

と

で

ぁ

.●

ら

う
と

息
は

れ
る
の

で

あ

る
｡

博
士

が

預
定
の

孝
義
を

せ

ら

れ
な
か
つ

た

,
.

＼

と
云

ふ

こ

と

に
つ

い

て

私
は

爾
来
四

十

飴
年
葎
の

今
日

倍
ほ

残
念
さ

を

感

ず
る

を

禁
ず
る

碓
は

ぎ
を

も
の

で

あ
る

｡

費
ほ

私
も
三

浦
博
士

に

よ
つ

て

開
い

て

も
ら
つ

た

｢

薩
記
+

.
な

ど
の

見
方

､

其
の

拳
間
的
取
扱
ひ

方
を

微

力
及
ぶ

髄
は

ぎ
る

な

が

ら

も
､

努
め
て

括
用
し
て

磯
分
の

研
究
を

進
め

て

其
の

噴
の

三

浦

新
七

博
士

と

私

､

釆
て

は

居
る

積
り

で

あ
る

が
､

一
骨
て

留
ら

期
し

た

と
こ

ろ

の

十

分
の
}

を

も
蓬

げ
得
ず
し
て

既
に

七

十

歳
の

齢
に

達
し

た

今
月

か
ら

過
ぎ
去
つ

た

久

し

い

歳
月

窟
み

て

自
ら

撫
然
た

ら

ざ
る

を

得

箸
の

が

あ
鳩

｡

(

昭

和

廿
四

年

三

月
三

日
}

三好き

＼
こ r
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