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福
沢

の
旅
案
内

で
乗
り
込
む
だ
ろ
う

ヨ

■

青

木

稔

弥

福沢の旅案内で乗 り込むだろ うヨ

(
一
)

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　

い
ぬ
ど
し
　
　
　
　
　
　
こ
と
し

　

コ
元
祖

十

返

舎

一
九

が
作

な

る
道

中

膝
栗

毛

の
初

編
刊

行

な

り

て
世

に
流

布

せ

し

は
享

和

二
壬

戌

歳

の
春

に
し

て
当

年

を
去

こ
と

既

に

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　ユリ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
さ
く
し
や

六

十

九

年

に
及
」

(初
編
上

「
凡
例
」
)

ん
だ
明

治

三
年

に
刊
行

を
開

始

し

た

『
西

洋

道

中

膝
栗

毛

』

の
第
九

編

(明
治
四
年
刊
)

「
稗

史

家

の

か
い
だ
し

脚

色

」

に
以

下

の
よ
う

に
あ

る
。

「
と
き

に
せ
ん
せ
い
こ
の
せ

つ
の
西
洋
ば
や
り

へ
つ
け

こ
ん

で
な
ん
ぞ
目
さ
き
の
か
は

ツ
た
し
ゆ

こ
う
は
ご
ざ

り
ま
せ
ん
か
お
仕
入

が
あ
り
ま
す
な
ら
お
ゆ
づ
り
を
ね
が
ひ
ま
す

「
そ
う
さ

こ
れ
と

い
ふ
仕
入
も
な

い
が
れ

い
の
弥
次
北
八
が

ひ
き
や
く
せ
ん
で
航
海

の
た
び
あ

る
き
を
西

よ
う
だ
う
ち
う

ひ
ざ
く
り
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げ

と

で
も

や

ら

か
し

て
か

い
た
ら

す

こ
し

は

う
れ

る
だ

ろ
う

「
こ
れ

や

ア
め

う

で
ご

ざ

い
ま
す

し

か
し

せ

い
よ

う

は

さ

て
お

ゐ

て

い

つ
さ

い
か

ら
む

ち

う

の
わ

た
く

し

ゆ

ゑ

と

り

つ
き

ど

こ
ろ
が

ご

ざ

り

ま

せ

ん
せ

ん

せ

い
ど

う
か

す

じ

が
き

を

ね

が

ひ

ま
す

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

か
う
な
り

「
お

ら

ア
そ

ん
な

ひ
ま

は
ね

へ
が

ふ
く
ざ

は

の
た
び

あ

ん

な

い

で
お

さ
き

ま

ツ
く

ら

に
こ
ぎ

つ
け

り

や

ア
ど

う

な

り
稿

成
地

中

海

ま

で

の
り

こ
む
だ

ら

う

ヨ

本
屋
側

の

「
西
洋
流
行

へ
付
け
込
ん

で
」

「
目
先

の
変

わ

っ
た
趣
向
」
が
欲
し

い
と

の
要
望

に
呼
応
し

て

「
弥
次
北
八

が
飛
脚
船

で
航
海

の
旅
歩
き
を
西
洋
道
中
膝
栗
毛
と

で
も
や
ら
か
し

て
書

い
た
ら
少
し
は
売
れ
る
だ
ろ
う
」
と
し
、

そ
の
方
法

と
し
て

「
福
沢

の
旅
案
内

で
」

「
筋
書

を
」
作
れ
ば
何
と
か
な
る
だ
ろ
う
と
い
う

の
で
あ
る
。

『
西
洋
道
中
膝
栗
毛
』
創
作

の
舞
台
裏
を
語

っ
た
と

い
う
と

こ
ろ
で
、
図
版

1
右
端

「
一
恵
斎
芳
幾
写
真
」

の

「
写
真
」

の

一
語
か
ら
も
、
実
事

で
あ
る
か

の
よ
う

に
思
わ
せ
る
も

の
が
あ
る
。
実
風
景

に
近

い
も

の

だ
と
す

る
と
、
第
九
編
上
見
返
し

(図
版
2
)
に

「
仮
名
垣
魯
文
戯
著
」

「
東
京
書
騨
　
万
笈

閣
梓
」
と
あ

る
の
で
、
右
側

に
い
る
人
物
が

先
生

の
仮
名
垣
魯
文
、
左
側

に
い
る

の
が
万
笈
閣
主
人
と

い
う

こ
と

に
な
る
。
確
か

に
、
文
久
三
年
春
刊

の
仮
名
垣
魯
文

・
山

々
亭
有
人

　
　
　
　
　
　

　　
　

編

『
粋
興
奇
人
伝
』

に

一
恵
斎
芳
幾
が
画

い
た
仮
名
垣
魯
文

の
肖
像
と
右
側

の
人
物

の
顔

は
同

一
で
あ
り
、
左
側

の
人
物

は
、
第
十

一
編

　
　
　
　
　
　
ま
じ
め
な
か
う
じ
や
う

本
文
直
後

の

「
老
実
伏
稟
」

に
登
場
す

る

「
板
元
　
万
笈
閣
」

(図
版
3
)
に
よ
く
似

て
い
る
。
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た
だ
、
疑
問

は
残

る
。

仮
名
垣
魯
文
が
執
筆
し
た

『
西
洋
道
中
膝
栗
毛
』

は
第
十

一
編

(明
治
五
年
刊
)
ま

で
で
、

そ

の
後
を
総
生
寛

が
書
き
継

い
で
第
十
五
編

(明
治
九
年
刊
)
で
完
結
と

い
う

こ
と
に
な
る

の
だ
が
、

こ
の
第
九
編

の
段
階

で
、
「
あ
け
す

け
に
創
作
動
機
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゐヨね

し
る
」

(越
智
治
雄

『近
代
文
学
の
誕
生
』
講
談
社

昭
五
〇

・
九

・
二
八
)
す
必
然
性

が
あ

っ
た

の
か
と
い
う
疑
問

で
あ

る
。

　

『
西
洋
道
中
膝
栗
毛
』
と
福
沢
諭
吉

『
西
洋
旅
案
内
』

の
関
係
を
考
察
す
る
前

に
、
魯
文

の
福
沢
諭
吉
観

を
確
認
し

て
お
く

こ
と

に
し

よ
う
。
『
西
洋
道
中
膝
栗
毛
』
初
編
上

の

「作
者
魯
文
自
記
」

「
凡
例
」

に
以
下

の
よ
う
に
あ
る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ぐ
わ
い
こ
く
め
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
う
し

趣

向

新

奇

を

競

ひ
標

目

未

発

な

る

を

可

な

り

と

す

る

が

ゆ

ゑ

に
弥

次

北

八

の

三

世

の
孫

等

外

国

廻

り

の

滑

稽

を

も

て
此

稗

史

の
大

意

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

さ
は
あ
れ

と

す

さ

る

か

ら

に
題

号

も

西

洋

道

中

の

目

あ

り

遮

莫

僕

が

文

盲

な

る
書

は
草

冊

子

の
外

を

読

ず

何

ぞ

学

ば

ん

異

邦

の
事

情

然

れ

ど

も

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も
ろ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　あ
ら
は

文

物

盛

典

の
徳

た

る
近

世

福

沢

先

生

を

始

め

諸

々

の
洋

学

先

生

が

著

述

さ

れ

し

翻

訳

の
書

と

ぼ

し

か

ら

ね

ば

そ

の
階

梯

に

と

り

つ
き

　

お
ほ
か
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
さ
ん
そ
ろ
う
　
　は
い
く
わ
ん
し
や
り
う
　
も
ち
ま
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ち
か
く
　
　
　
　
　
　
つ
　
ね

て
大

略

お

茶

を

濁

す

も

の

な

り

杜

撰

鹿

漏

は
稗

官

者

流

の
性

来

な

れ

ば

必

ず

し

も

論

じ

て
意

中

を

そ

こ

ね

給

ふ

な
恥

書

こ

と

を

平

常

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

わ
　
れ

と

す

れ

ば

恥

と

思

ふ

事

は

あ

ら

じ

鳴

呼

自

己

な

が

ら

達

者

な

る

哉
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「
洋
学
先
生
」

の
代
表

と
し

て

「
福
沢
先
生
」

が
あ
り
、
彼

ら

の

「
翻
訳

の
書
」

に
よ
り

「
お
茶

を
濁
す
」

の
だ
と

い
う
。
福
沢
諭
吉

が

「
洋
学
先
生
」

の
代
表
だ
と

い
う

の
は
、
第
五
編
下

の
通
次
郎

の
発
言

「
近
頃
出
板

す
る
福
沢
本
」

へ
の
注

「
東
京

の
俗
間
西
洋

の
ほ
ん

や
く
書
を
さ
し

て
ふ
く
ざ
は
ぽ
ん
と
と
な
ふ
先
生

の
功
大

ひ
な
り
と

い
ふ

べ
し
」

で
も
、
同

じ
認
識
が
示

さ
れ
る
。

　
魯

文
が
福

沢
諭
吉

の
著

作
を
利

用
す

る
頻
度

は
高
く
、

種
明
か
し
を

し
な
い
こ
と
も
多

々
あ
る
。
例

え
ば
、
『
安
愚
楽
鍋
』

(明
治
四
～



五
年
)

に
あ

る

「
福
沢
」

の
用
例

は

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し
ん
ぶ
つ

ひ

ら

け

ね

へ
奴

等

が

肉

食

を

す

り

や

ア
神

仏

へ
手

が

合

さ

れ

ね

へ

の

ヤ

レ
櫨

れ

る

の
と

わ

か

ら

ね

へ
野

暮

を

い

ふ

の

は

究

理

学

を

弁

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

か
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　せ
い
よ
つす
き
　
　
き
ヒ
と
り

へ
ね

へ
か

ら

の

こ

と

で
げ

ス

そ

ん

な

夷

に
福

沢

の
著

た

肉

食

の

説

で
も

読

せ

て

ヘ
ネ
　

　

　

　

　

　

　

　

(
初
編

「
西
洋

好

の
聴
取
」
)

福沢の旅案 内で乗 り込むだろ うヨ

　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　

て
い
ぶ
る
　
　
　
　
　
　
　
　い
へ

の
み
だ

が

、
初

編

自

序

冒

頭

の

「
世

界

各
国

の
諺

に
。

仏

蘭
西

の
着

倒

れ
。

英

吉

利

の
食

だ

ふ
れ

と
。

食

台

に
並

べ

て
譜

ど

」

の

「
仏

蘭

西

の
着
倒

れ

。
英

吉

利

の
食

だ

ふ

れ
」

も
、

福

沢
諭

吉

の
著
作

を

踏

ま

え
た

も

の

で
あ

っ
た
。

興
津

要

氏

の
注

釈

に
あ

る

よ
う

な

「
こ
の

表

現

の
背

後

に
は
、

『
京

の
着

倒

れ
、

大

阪

の
食

い
倒

れ
』

と

い
う

日
本

の

こ
と

わ

ざ

が

あ

り
、

そ

れ
を

衣

裳

の
流

行

の
発

生
地

フ
ラ

ン

ス
と
古

い
料

理

国

イ

ギ

リ

ス
と

に
あ

て

は
め

て
並

べ

て
い

っ
た
」

(
日
本
近
代
文
学
大
系

1

『
明
治
開
化
期
文
学
集
』
角
川
書
店

昭
四
五

二

二

・
一
〇
)

も

の

で
は

な
く
、

福

沢
諭

吉

の

『
条

約
十

一
国

記
』

(慶
応
三
年
冬
)

に
拠

っ
て

い
る
。

「
英

吉

利
」

の
項

に

「
国

中

一
体

に
衣

服

よ
り

も
食

物

に
奢

る

風
俗

な

り
。

英

吉

利

人

の
食

倒

、

仏

蘭

西
人

の
着

倒

と

い
ふ
諺

あ

り

」

(『福
沢
諭
吉
全
集
』
第
二
巻

岩
波
書
店

昭

三
四

・
二

二

)
と

あ

る

の

で
あ

る
。

(
二
)

福
沢
諭
吉

『
西
洋
旅
案
内
』

が

『
西
洋
道
中
膝
栗
毛
』

に
初
め

て
登
場
す
る

の
は
第

二
編
上

で
、
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か
の
し
よ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

ひ
ら

作

者

日
海

上

通
路

都

て
船

中

の
弁

理

な

る
は
西

洋

旅

案
内

に
委

し

け

れ
ば

藪

に
贅

せ
ず

航

海

の
便

宜

を
得

ん

と
欲

さ

ば
彼

書

を

披

き

　

お
ほ
む
ね

て
概
略

を
知

る

べ
し
此

編

は
唯
児

戯

を
要

と

す

と

あ

る

。

初

編

に

『
西

洋

旅

案

内

』

が

見

え

な

い

の

は

、

初

編

末

尾

に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ふ
た
り
　
　
　
　
　
お
ほ
あ
き
う
ど
お
ほ
は
ら
や
ひ
ろ
ざ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ぎ
り
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　の
り
く
み

　

　

O

第

二

編

は
弥

次

北

八

の

二

個

本

町

の
大

商

人

大

腹

屋

広

蔵

の

手

代

と

な

り
英

国

の
博

覧

会

へ
赴

く

一
回

英

仏

の

飛

脚

船

に

乗

組

ま

　

　

じ
や
う
か
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　め
で
た
し

ノ
へ

　

　

づ

上

海

香

港

へ
渡

海

の
滑

稽

蒸

気

船

中

の

お

か

し

み

な

ど

引

続

き

て
出

板

す

べ
し

喝

采

々

々

と

あ

る

よ

う

に
、

初

編

の
段

階

で

は

、

ま

だ

船

出

さ

え

し

て

い

な

い

の
だ

か

ら

、

怪

し

む

に

は

当

た

ら

な

い
。

た

だ

、

第

二

編

上

「
凡

例

　

附

言

」

に

は

　

　

　

こ
の
へ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き
う
ど
お
ほ
あ
き
う
ど
お
ほ
は
ら
や
ひ
ろ
ざ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
む
く

　

　

○

当

編

は

横

浜

の
商

個

大

商

人

大

腹

屋

広

蔵

と

い

へ
る

人

物

を

作

り

設

け

て
彼

が

英

吉

利

の
龍

頓

な

る
博

覧

会

へ
発

向

を

以

て
大

意

　

　

　

　

　

じ
や
う
か
い
ぱ
ん
こ
ん
　
　わ
た
り
え
う
ら
つ
ば

　

　

と

す

因

て
上

海

香

港

に
渡

海

欧

羅

巴

に
航

海

す

る

の
船

路

は
印

度

海

飛

脚

船

の

通

行

を

仮

て
も

の

せ

り

　

　

　

い
う
じ
ん
さ
き
ん
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
の
く
に
　
　
　
　
　
　お
ほ
む
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
て
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
う
せ
き

　

　

○

友

人

砂

燕

子

先

年

仏

蘭

西

の
博

覧

会

に

至

り

彼

国

の
風

土

大

概

を

得

た

り

故

に
彼

人

の

一
夕

話

柳

耳

底

に

止

め

た

る

を

柱

礎

と

し

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

た
ち

　

　

て
此

書

を

綴

り

か

け

た

れ

ど

砂

燕

子

目

今

東

京

に
住

せ

ず

故

に

尋

問

の
路

を

断

遺

憾

甚

だ

し

一54一



福沢 の旅案内で乗 り込むだろうヨ

と
あ

り
、

「
友
人
砂
燕
子
」

の

二

夕
話
」

が

「
柱
礎
と
し

て
此
書

を
綴

り
か
け
」

た
と
述
べ

て
い
る

こ
と

に
は
注
目

し

て
お
き
た

い
。

砂
燕

の
句
が
初
編
上

の
十
九
丁
表

(図
版
4
)
に
あ
る

の
で
、
『
西
洋

道
中
膝

栗
毛
』

「
を
綴
り
か
け
た
」
時
点

で
は
、
砂

燕

に

「
尋
問
」

す
る

こ
と
は
可
能

で
あ

っ
た

の
だ
ろ
う
が
、

そ
の
目
算

が
狂

っ
て
し

ま

っ
た

の
で
あ

る
。

そ

の
結
果
と
し

て
、
第

四
編
上

「
総
編
本
文
読

例
」

で
は
、
以
下

の
よ
う
に
、

図版4

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ
と

○

作

者

此

小

冊

の
注

文

を

諾

ひ

て
彼

我

の
問

答

に

及

ぶ

条

を

綴

ら

ん

と

す

る

に
蛮

語

に
通

ぜ

ず

緯

は

西

洋

旅

案

内

を

柱

と

し

趣

向

は

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
い
し
づ
え
　
　
　
　
　
さ
は
あ
れ
よ
　
　
　い
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　は
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　き
も
と
り

友

人

砂

燕

子

が

航

海

の

日

記

を

礎

と

せ

り

遮

莫

俗

に

云

見

ぬ

こ
と

は
話

説

に
な

ら

ず

実

地

に
渡

ら

ぬ

聴

取

傍

聞

万

国

の
万

に

一
箇

も

あ
た
れ
る
　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
み
る
ひ
と
さ
い
は
ひ
　

　
み
ゆ
る
し
　
　

　
ロ

 的
当

こ
と
は
有

べ
か
ら
ず
看
官
僥
倖

に
海
容
給

へ
か
し

『
西
洋
旅
案
内
』
が

「
友
人
砂
燕
子
」

の

「
航
海

の
日
記
」
と
並
ぶ
も

の
と
な

っ
て
い
る
。

　
さ
て
、

こ
こ
で
、

さ
ら
に
考
え

て
お
く

べ
き

は
、
砂
燕

に

「
航
海

の
日
記
」
と
呼

べ
る
ほ
ど

の
も

の
が
存
在
し

た
か
ど
う
か
で
あ
る
。

「
西
洋
道
中
膝
栗
毛
七
編
序
」

に
お

い
て
、
砂
燕
自
身

が

・-55一
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さ
き

　
　
と
し
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
な
だ
　
　
す
ぎ

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
あ
ら
ま
し

前

つ
季

法

朗

西

な

る
博

覧

会

に
を

も

む

く
海

路
印

度

太

平

の
洋

を

過

碇

泊

の
港

み

な
と

は
概

略

一
見

な
し

た

れ
ば

東

京

に
上

り

し
際

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

い
と

魯

文

兄

を
訪

れ

て
柳

橋

に

一
日
を

く

ら

し
花

街

に

一
夜

を

語

り

あ

か

せ
し

よ

し

な
し

ご

と

さ

へ
趣

向

の
種

と

な

り

ぬ

る

こ
と

の
最
を

か

し

く
夫

に
因

み

て
序

せ

よ

と
乞

は
れ
曲

り
な

り

に
記

す

に
な

ん

と
述

べ
て
い
る

の
で
、
先

に
引
用
し
た
第
二
編
上

「
凡
例

　
附
言
」
に
い
う

コ

タ
話
」
が
正
確

な
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
当
初

の
目
算
が
大

幅

に
狂

っ
て
、
第

二
編

の
段
階

で
は
、
「
印
度
海
飛
脚
船
」
に

つ
い
て
知

る
た
め
の
参
考
書

に
す
ぎ
な
か

っ
た

は
ず

の

『
西
洋
旅
案

内
』
が
、

想
定
外

に
大
き
な
存
在

に
な

っ
て
し
ま

い
、
第
四
編

の
段
階

で
は
、

ほ
と

ん
ど
唯

一
の
羅
針
盤
と

い
う

こ
と

に
な

っ
た
よ
う
な

の
で
あ
る
。

(
三

)

　

『
西
洋
道
中
膝
栗
毛
』

に
お

い
て

上

で
は
二
章

に
掲
げ
た
以
外

に

『
西
洋
旅
案
内
』

が
ど
の
よ
う

に
利

用
さ
れ

て
い
る
か
、
具
体
的

に
見

る
こ
と
に
し
よ
う
。
第

二
編

一丁56一

如
那
の
麓
潔
は
我
横
浜
よ
り
行
程
五
百
里
丑
郎
脇
を
経
て
達
し
彼
南
京
を
躍
。こ
と
七
十
余
里
と
聞

へ
た
り
楊
子
江
と
い
ふ
大
河
の
口

 　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ
き
ぼ
ひ
　
　
か
　
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
に
し
へ

な

る
繁

昌

の
港

に

し

て
人

の
数

二

十

万

西

洋

諸

国

の

商

売

船

支

那

の
小

船

も

多

く

出

入

市

中

に
城

の
措

あ

り

古

歴

三

国

の
時

呉

の
孫

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
な
つ
く

権

が

縄

張

に

て
建

安

城

と

号

る

と

そ



が

『西
洋
旅
案
内
』
巻
の
上

　

　

　

　

　

　

　

た
ち
よ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　

「
印

度

海

飛

脚

船

の
立

寄

場

所

」

を

踏

ま

え

て

い

る
。

福沢の旅案内で乗 り込むだろ うヨ

　

上
海

は
支

那

の
南

京

を
距

る

こ
と
七

十

里

余

、
楊

子

江

と

い
ふ
大

河

の
口

に
あ

る
港

に

て
、

人

の
数

二
十

万

人

。

西
洋

諸

国

の
商

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

い
で
い
り

売

船
並

に
支

那

の
小

船

も
出

入

し

、
繁

華

な

る
場
所

な

り
。

其
土

地

の
産
物

は
絹

布

、

象

牙

の
細

工
物

等
。

又

市

中

の
外

に
茶

園

あ

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

し
ろ
が
ま
へ

り

て
、

彩

し

く
茶

を
製

し

て
外

国

へ
売
出

す
。

○
市

中

に
城

構

あ

り
。
建

安

城

と

い
ふ
。

支

那

の
人

は
専

ら

こ

の
構

の
内

に
住

居

し
、

外

国
人

の
家

は
構

の
外

に
あ

り
。

此
城

は
古

代

三

国

の
と

き
、

呉

の
孫

権

が
縄
張

せ

し
城

と

て
、

名

高

き
古

跡

な
れ

ど

も
、

近

来

は

支

那

の
政

事

不

行

届

に

て
、

英
吉

利
、

仏

蘭

西

へ
警

衛

を
頼

み
、

城
中

に
は
外

国

の
旗

印

を
建

り
。

○

気
候

は
大

抵

日
本

と
同

じ

こ

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

ロ
や
り
や
ま
ひ

と

な

れ

ど

も
、

湿

地

に

て
水

あ

し
く

飲
水

に
困

る
。

コ

レ
ラ
な
ど

伝
染

病

の
流

行

す

る
と

き

は
死

人

多

き
由

な

り
。

　

上
海

を
出

帆

し

て
香

港

ま

で
四
百

里
、

船

路

四

日

に

て
着

す

べ
し
。

　

　
　

　

　

　

み
な
み
ひ
が
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　な
が
さ

　

香
港

は
支

那

の
南

東

の
方

に
あ

る
島

な

り
。

長

五

里
、

巾

三
里

、

岩
山

の

み

に

て
草

木

少

く
平

地

な
し
。

も
と

支

那

の
領

地

な

り

し

が
、

天

保
十

三
年

英

吉
利

と

の
合

戦

に
、

支

那

の
人
敗

北

し

て
和

睦

の
と
き

、

こ

の
島

を

英
吉

利

へ
与

へ
て
よ

り
、
永

代

英

吉

利

の
領
分

と

な

れ

り
。

其

後
追

々
英

吉

利

人

の
家

を

建
、

交

易
場

を

開

き
、

近

来

は
尚

又
寺

を

建
立

し
学

問
所

を
設

け
、
人

の
数

も
次

第

に
増

し

て
繁

昌

の
港

と

な

れ

り
。

右

の
引

用
の
前
半
が
第

二
編
上

の
材
源

で
、
後
半

は
第
三
編
上

の

一57一
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じ
や
う
か
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ

も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
じ
ま

支

那

の
上

海

を

出

帆

し

て
英

領

な

る

香

港

ま

で
船

路

四

日

に

て
着

す

べ

し

乍

歴

香

港

は

支

那

の
東

南

の
方

に
あ

る

孤

島

な

り

長

サ

五

　

は
サ
　
　
　
い
は
や
ま
　
　
　
　
　
　
　く
さ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

と
　
か
　
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
か
ご
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ま
ゐ

里

巾

三

里

岩

山

の

み

に

て
草

木

少

く

平

地

な

し

元

来

支

那

の
領

地

な

り

し

が

近

世

英

吉

利

領

と

な

り

し

よ

り

英

人

追

々
住

居

を

移

し

　

　

　

　

　

　

　

　

　

た
　
て

交

易

場

を

開

き

寺

院

を

建

立

学

問

所

を

設

け

て
人

の
数

も

次

第

に
増

し

繁

昌

の
港

と

な

れ

り

の
材
源
と
な

づ
て
い
る
。
『
西
洋
旅

案
内
』

が
移
動

と
各
地

の
説
明
、

形

で
あ
る
。
続

く
第
四
編

と
第
五
編

に

つ
い
て
も
、

魯
文

が
停
泊
地

の
ド
タ
バ
タ
劇

の
創
作
と

い
う
構

図
が
成
立

し
た

「
シ

ン
ガ

ポ

ウ

ル
」

の
地

へ
上

陸

せ

り
此

地

は
印

度

海

の
島

に
し

て
英

吉

利

領

な

り
赤

道

よ

り
北

の
方

二
度

の
所

に
あ

り

て
時

候

甚

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

く
だ
も
の

だ
暑

く

四
季

の
差

別

な

し

い

つ
も

夏

の
通

り

に

て
日
本

の
寒
中

に

て
も

此
地

に
は
胡

瓜
茄

子

西

瓜

の
類

沢
山

あ

り

て
此
余

の
菓

実

何

　

　
　

　

　

　

あ
た
ひ

品

に
よ
ら

ず

生

じ
価

も

至

ッ
て
安

し

と

そ
又

此

島

に
は
虎

多

く
折

々
人

を

害

す

と

い

へ
り

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
(第
四
編
上
)

シ

ン
ガ

ポ

ウ

ル
は
英

吉

利
領

の
島

な
り
。

赤

道

よ
り
北

の
方

二
度

の
所

に
あ

り

て
、

時

候

甚

だ

あ

つ
し
。

四
季

の
差
別

な
く

い

つ
も

夏

の
通

り

に

て
、

日
本

の
寒
中

に

て
も
、

此

地

に
は
胡

瓜

、

茄

子

、

西
瓜

の
類

、

沢
山

あ

り
。

又
此

辺

の
島

々

に
は

丁
字

、

胡

椒

、

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　

ま
つか
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ぢ
は
ひ

生

姜

、
椰

子

、

芭
蕉

、

パ
イ

ナ
プ

ル
な
ど

い

へ
る
菓

実

あ

り
。

パ

イ

ナ
プ

ル
は
草

の
実

な

り
。

形

ち
松

子

に
似

て
大

な

り
。

味

甚

だ

よ

し
。

芭
蕉

も

日
本

に

て
は
実

を

見
ざ

れ
ど

も
、

こ

の
辺

の
芭

蕉

に
は
彩

し
く

実

を
結

て
、

水

菓

子

に
用

ゆ
。

味

殊

に
甘

く
、

日
本

　

ま
く
は
う
り

の
甜
瓜

に
似
た
り
。

こ
の
外
蜜
柑
、
榿
実
等
、
何
品

に
よ
ら
ず
沢
山

に
し

て
価

も
や
す
し
。

○
此
島

に
は
虎
多
く
、
折

々
人
を
害
す

と
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(『西
洋
旅
案
内
』
)
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ち
か
た

「
シ

ン
ガ
ポ

ウ

ル
」

を

出

帆

し

て

「
マ
ラ

ツ
カ
」

の
瀬

戸

に
入

り
右

に

「
マ
レ
ヤ
」

の
地
方

を
見

左

に

「
ス
モ
タ

ラ
」

の
島

を

眺

あ

て
次

第

に
北

西

に
う

ち
向

ひ
ぬ
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
(第
四
編
下
)

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

な
が
め

シ

ン
ガ

ポ

ウ

ル
を
出

帆

し

て

マ
ラ

ッ
カ

の
瀬

戸

に
入
、

右

に

マ
レ
ヤ

の
地

方

を

見
、

左

に

ス
モ

タ

ラ

の
島

を
詠

て
、

次

第

に
北

西

に

向

ひ
印

度
海

に
出

、

セ
イ

ロ
ン
と

い

へ
る
島

の
内

に
あ

る

ポ

イ

ン
ト

デ
ゴ

ウ

ル
な

る
港

に
着

す

。　

　

　

　

　

　

(『
西
洋
旅
案
内
』)

福沢 の旅案内で乗 り込むだろうヨ

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　
　
　ぷ

「
ピ

ナ

ン
」

と

い
ふ
小

島

に
よ

り

て
石

炭

を

積

た

く
わ

へ
夫

よ

り
印

度

海

に
乗

い
だ

し

「
セ
イ

ロ
ン
」

と

い
ふ
島

の
う
ち

な

る

「
ゴ

ウ

ル
」

と

い

へ
る
港

に
着

し

ぬ

こ

の

セ
イ

ロ
ン
は
英

吉

利

領

に

て
島

の
め

ぐ

り

三
百

余

里
港

数

ヶ
所

あ

り

飛
脚

船

の
入

津

す

る
港

を

「
ポ

イ

ン
ト

デ
。

ゴ

ウ

ル
」

と

い
ふ

愛

も

「
シ

ン
ガ

ポ

ウ

ル
」

の
時

候

と
等

し

く

産

物

も
相

を

な

じ

そ

の
う
ち

に
桂

枝

多

く

第

一
ば

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

な
つ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　う
し
う
ま

ん

の
名

産

た

れ
ば

一
名

を

桂

枝
島

と

も
号

る
と

そ

且
山

中

に

は
象

多

く

こ
れ

を

馴

し

て
牛

馬

の
如

く

つ
か

ふ
者

あ

り

さ
れ
ば

象

牙

も

沢

山

に

て
さ

ま
ざ

ま

に
細

工
し

た

る
売

物

も

あ

る
と

い

へ
り

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
.　

　

　

　

(第
五
編
上
)

　

英

吉
利

の
飛
脚

船

な

れ

ば
、

途

中

に

て
ピ

ナ

ン
と

い
ふ
小

島

に
寄

て
石
炭

を

積

む
。

　

ピ

ナ

ン
は

マ
ラ

ッ
カ

の
瀬

戸

の
中

に

て
右

手

に
あ

り
。

此
島

も

英

吉

利
領

の
領

分

な

り
。

土

地
産

物

の
模
様

は
略

シ

ン
ガ

ポ

ウ

ル

に
同

じ
。

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　

ひ
と
た
び
お
ら
ん
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　そ
の
の
ち

　

セ
イ

ロ

ン
は
往
古

葡

萄

牙

の
領

分

な

り
し

が
、

一
度

荷

蘭

に
取

ら

れ

、
其

後

又
英

吉
利

の
領
分

と

な

れ

り
。

島

の
周

囲
三

百

里
計

。

港

数

ヶ
所

あ

り
。

飛

脚

船

の
入
津

す

る
港

を

ポ

イ

ン
ト

デ
ゴ

ウ

ル
と

い
ふ
。

時
候

は
略

シ

ン
ガ

ポ

ウ

ル
と
同

様

に

て
暑

し
。

産

物

も

同

じ

く
椰

子

、

蜜
柑

、

胡

椒

の
類

多

し
。

殊

に
桂

枝

は

こ

の
島

第

一
番

の
名

産

に

て
諸

国

へ
積

出

す

。

ゆ

へ
に

一
名

桂
枝

島

と

も

い

一59-一 一一一
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ふ
。
山
に
は
象
多
し
。
或
は
こ
れ
を
馴
し
て
牛
馬
の
如
く
つ
か
ふ
者
あ
り
。
就
て
は
象
牙
も
沢
山
な
り
。
色
々
に
細
工
し
た
る
売
物

あ
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(『西
洋
旅
案
内
』)

土
人
み
な
仏
法

に
帰
依
す

る
こ
と
印
度
中

に
冠
た
り
島

の
中

に

「
ア
ダ

ム
が
峯
」

と

て
高

サ
千

二
百
間
余

の
山
あ
り
釈
迦
此
山

に
籠

り

て
法
を
説

た
る
霊
場
と

い

～
伝
ふ
　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　
　
(第
五
編
下
)

セ
イ

ロ
ン
島

は
釈
迦
如
来
誕
生

の
地

に

て
、
島

の
人
皆
仏
法

に
帰
依
せ
り
。
島

の
中

に
ア
ダ
ム
が
峰

と

て
高
き
山
あ
り
。
高

さ
千
二

百
間
余
、
島
人

の
物
語

に
、
釈
迦
如
来

こ
の
山

に
籠

て
法
を
説
き
、
遂

に
其
頂

よ
り
天
上

に
登
り
、
今

に
至

る
ま
で
其

足
跡

あ
り
と

へ
　
　
き

む

㌧
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(『西
洋
旅
案
内
』
)

と
、

『
西

洋

旅
案

内

』

に
依

存

す

る
割

合

の
高

さ

は
変

わ

ら

な

い
が
、

『
西

洋

旅
案

内

』

で
は
説

明

で
き

な

い
箇

所

も
混

在

し

て

い
る
。

第

五
編

上

の

「
セ
イ

ロ
ン
」

に
付

せ
ら

れ

た

ル
ビ

「
錫

蘭

」

で
あ

る
。

『
西

洋

旅

案

内

』

で
は

「
セ
イ

ロ

ン
」

に
漢

字

を

当

て
る

こ
と
を

し

て

い
な

い

の

で
あ

る
。

福

沢

諭
吉

の
用
法

の

一
を
示

せ
ば

、

第

八
編

下

に

「
そ
ん

な
も

の
を

よ
む

よ

り
世

界

国

尽

で
も

よ

み
な

せ

へ
」

と

あ

る

『
世

界

国
尽

』

(明
治
二
年
刊
)

で
は
、

「
西

論
」

に

「
せ

い
ろ
ん
」

の

ル
ビ
を

付

し

て

い
る
。

「
錫

蘭

」

の
表

記

は
、

お

そ

ら

く
、

第

　

　

　
　

　

こ
の
ご
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　よ
　
み

七

編
上

に

「
頃

日

の
新

刻

輿

地

誌

略

を
披

読

た

る

に
」

と

あ

る

『
輿

地

誌

略

』

に
基

づ

く

も

の

で
あ

ろ

う
。

第

七

編

の
段

階

で
初

め

て

『
輿

地
誌

略

』

を
読

ん

だ

か

の
よ

う

に
記

し

て

い
る
が
、

第

五

編
下

に

『
輿
地

誌

略

』

巻

二
が
材

源

と
措

定

で
き

る
箇

所

が

あ

る
。

一 ・60一



福沢の旅案内で乗 り込むだろうヨ

　

錫
蘭

は
前
印
度

海
角

の
大
島

に
し

て

「
ポ
ー
ク
」

の
海
峡
を
隔

て
長

サ
百
二
十
里
人

口

一
百
五
十
万
あ
り
往
時
は
葡
萄

啄
の
所
領

な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

畠　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

㌘

　
　
り
し
が
弐
百
余
年
ま

へ
和
蘭

に
属

し
後

五
十
年
前

よ
り
英
国

に
属
せ
り
西
岸

に
可
倫
破
府
あ
り
即
ち
島

の
内

の
都
府
也
亦

コ
ポ
イ

ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

r

　
　
ト
、

デ
、
ゴ

ー
ル
」

の
港

は
西
南

の
き
し

に
あ
り
此
島

は
二
千

四
百
余
年
前
釈
迦
如
来
誕
生

の
地

に
て
仏
堂
寺
院
あ
ま
た
あ
祠り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(第
五
編
下
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
ル
チ
ユガ
匁

　
　
錫
蘭
島

ハ
前
印
度
海
角

ノ
大
島

ニ
シ
テ

「
ポ
ー

ク
」

ノ
海
峡

ヲ
隔

テ
長

サ
百

二
十

里
人

口

一
百
五
十
万

ア
リ
往
時

ハ
葡
萄
啄

ゾ
所
領

　
　
ナ
リ

シ
ガ
ニ
百
余
年
前
和
蘭

二
属

シ
後
又
五
十
年
前

ヨ
リ
英
国

二
属

ス
島
内
山
多

シ
ト
錐

モ
豊
饒

ノ
地
亦
少

カ

ラ
ズ

(中
略
ソ
西
岸

　
　
　
コ　
ロ　
ソ　
ホ

　
　

ニ
可
倫
破
府
有

リ
即
チ
島
中

ノ
都
府

ナ
リ
又

「
ポ
イ

ン
ト
、

デ
、
ゴ

ー

ル
」

ハ
西
南
岸

二
在

リ
共

二
枢
要

ナ
ル
海
港

ト
ス
此
島

ハ
ニ

　
　
千

四
百
余
年
前
釈
迦
教
法

ヲ
修

シ
タ
ル
地

ニ
シ
テ
仏
堂
寺
院
有

リ
土
人
皆
仏
法

ヲ
尊
信

ス
　
　

　
　
　
　

　
　
(『
輿
地
誌
略
』
巻
二
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌦

『
輿
地

誌
略
』

の

「
錫
蘭
」

の
ル
ビ
は
、
左

に

「
セ
イ

ロ
ン
」
、
右

に

「
シ

ロ
ン
」

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、4

　
　
　
　
　
　
　

(
四

)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

.虹

　

「
第
六
編
は

セ
イ

ロ
ン
の
港

ゴ

ー
ル
を
出
帆
し

て
ア
デ

ン
と

い

へ
る
島

に
至

る
の
船

路
千
里
九

日

の
船
中
徒
然

の
余
り
通
次
郎
外
国
新

　
　
　
　
　
ふ
ろ
い
す
　

　

　

　
盤

い
く
さ

か
う
し
や
く
し
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

.
岬

聞
を
翻
訳

し
普
魯
士

と
仏
蘭
西

の
大
戦
争
を
軍
談
師

の
口
調

に
弁
ず

る
の

一
回
」
(第
五
編
の
次
回
予
告
)
な
の

で
、
『
西
洋
旅
案
内
」

の
利

用
は
な
く
、
第
七
編
上

の
冒
頭

に

一fi1一
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ひ
と
め
ぐ
ゆ
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
め
ぐ

地

球

自

ら
転

り

て

一
周

す

れ

ば

昼
夜

を

生

じ
太

陽

を
緯

る

こ
と

一
周

に
し

て

一
年

と

な

る
説

あ

き

ら

か

に
わ

か

り

て
よ

り
人

の
心

に

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

く
わ
つけ
い　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　
ま
と

油

断

な

く
元

日
か

ら
大

晦

日

の
〆
括

り
を
算

へ
寝

れ

ば
起

る

の
活

計

を
夢

に
見

る
ま

で
心

を

用

ひ
利

を
得

る
的

は
光

陰

の
矢

よ

り
も

　

　

　

　

　

に
ん
き

疾

き

開

化

の
人

気
彼

飛
脚

船

に
乗

組

た

る
博

覧

会

の

日
本

人

等

は
蒸

気

の
水

勢

烈

し

き

に
千

里

の
船

路

百

里

に

な
ら

し
僅

に
十

日
歎

九

日
目

出

た
く
海

上

無
事

に
印

度
海

の
大
洋

を

う
ち

す

ぎ

て
紅

海

の
入

口
な

る

「
ア
デ

ン
」

と

い

へ
る
地

に
着

せ

り
此

地

も
英

吉

利

　

　

　

　

　

　

　

　
せ
い
ろ
ん　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　く
さ
き

の
領

分

に
て
時

候

は
青

錫

な
ど

よ
り
熱

く
土

地

柄

至

て
よ

ろ
し
か

ら

ず
草

木

少

く

人

の
数

一
万

人
余

商

売

も

繁

昌

せ
ず
唯

飛
脚

船

な

ど

へ
石

炭

を
積

込

む

用

意

を

な
す

た

め

の
み

さ
れ
ば

此

辺

を
渡

海

す

る
船

「
セ
イ

ロ
ン
」

を
出

帆

し

て
よ

り
外

に
立

寄

べ
き
港

な
き

ゆ

へ
何

れ

も

こ

㌧
に
碇

を
下

し
泊

ら

ざ

る
も

の
な

し

と

い

へ
り

　

　

右

は
西

洋
旅

案

内

の
書

中

よ

り
抄

出

し

て
彼

風

土

の
概
略

を

誌

せ
り
然

る

に
頃

日

の
新

刻

輿

地

誌

略

を
披

読

た

る

に
亜
細

亜

洲

　

　

の
部

亜

拉
比

亜

の
条
下

に
云

○
亜

丁

の
地

方

は
紅

海

の
入

口

に
在

り

三
十

一
年

前

よ

り
英

国

に
属

し
欧

洲

よ

り
東

洋

に
往

来

す

　

　

る
飛

脚

船

の
碇

泊

場

に
し

て
紅

海

咽
喉

の
地

な

り
故

に
漸

に
繁

盛

し

近

歳

は
其

人

口

四
万

に

い

た

る
云

云
　

惟

ふ

に
旅
案

内

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

じ
う
お
ん

　

　

説

と

人

口

の
異

同

あ

る

こ
と
彼
書

の
著

者

福

沢
氏

の
欧

羅

巴

に
航

海

せ

ら

れ

し

は
文

久

二
戌

年

に
し

て
今

よ

り
以

前

十
歳

の
星

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

じ
せ
い
さ
う

　

　

霜

を

経

た
り
曾

て
輿
地

誌

略

は
方
今

の
新

聞

を
交

へ
た

る
当

年

の
新

書

に
し

て
各

国

開

化

日

に
進

む

の
時

勢

粧

人

種

蕃

殖

昨

日

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

や
つが
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ま
ど
ひ

　

　

に
お

な

じ
か

ら

ざ

る
を
知

る

べ
し

僕
当

地

の
情

景
を

綴

る

に
お

よ
び

て
こ

の

一
事

に
疑

惑

し

が
児

戯

の
小

冊
敢

て
事

実

を

考
据

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
も
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　い
ヨ
か
げ
ん

　

　

せ

ん
も
所

謂
橡

の
下

の
ち

か

ら
持

労

し

て
功

な

し

と

お
も

ふ

も

の
か
ら

両
書

の
中

庸

を

取

て
能

加

減

に
ご

ま

か
す

事

左

の
如

し

一62一

 

と
あ
る
。
「
抄
出

し
」

た
と

い
う

『
西
洋
旅
案
内
』

の
該
当
箇
所

は
以
下

の
通

り
で
、



福沢 の旅案内で乗 り込むだろうヨ

茅
～

～

ー
ー

達す隻

　

　

　

「

　
　
　

ア
デ

ン
も
墓

口
利

の
領
分

な
り
。
紅
海

の
合

に
あ
り
。
時
候

は
シ

ン
ガ
ポ
ウ

ル
、

セ
イ

ロ
ン
な
ど

よ
り
あ

つ
し
。
土
地
領

う

　
　
し
か
ら
ず
、
草

木
少
し
。
人

の
数

一
万
人
余
。
商
売
繁
昌
せ
ず
。
唯
飛
脚
舩
な
ど

へ
石
炭
を
積
込
む
用
意
を

な
す

の
み
。

さ
れ
ど
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

祠

　
　

こ
の
辺
を
渡
海
す
る
船

は
、

セ
イ

ロ
ン
を
出
帆
し

て
よ
り
外

に
立
寄
る

べ
き
港
な
き

ゆ

へ
、
何
れ
も

こ

～
に
碇
泊

せ
ざ
る
も

の
な
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㌦

先

に
引

用
し
た
第
五
編

下

の
該

当
箇
所

に
後
続
す
る
も

の
で
あ

る
。
『
西
洋
旅
案
内
』

が
移
動
と
各
地

の
説
明
、
魯
文
が
停
泊
地

ズ
も
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
キ

く
は
船
内
)
の
ド
タ

バ
タ
劇

の
創
作
と

い
う
構
図
は
維
持
さ
れ

て
い
る
形

に
な

っ
て
い
る
も

の
の
、
『
西
洋
旅
案
内
』

へ
の
信
頼

は
揺

ら
ぎ
、

「
労
し

て
功
な
し
」

の
気
持

瓦
傾

き

つ
つ
あ
る

こ
と
が
窺
え
る
釈
明

ぶ
り
で
あ
る
。

　

こ
の
第
七
編

に
は
前
述

し
た
よ
う

に
、
砂
燕

の

「
西
洋
道
中
膝
栗
毛
七
編
序
」
が
掲
載

さ
れ

て
い
る
。
砂
燕

と

の
交
際

が
復
活
し
た
と

い
う

こ
と

で
あ
ろ
う
か
、
砂
燕

の
句

が
入

っ
た
挿
絵

が
、
初
編
上
以
来
久

々

に
、
第
八
編
下

(図
版
5
)
と
第
十

一
編
下

(図
版
6
)
に
掲

載

さ
れ
る
。
第
四
編
上

[
総
編
本
文
読
例
」

に
い
う

「
西
洋
旅

案
内
を
柱
と
し
趣
向
は
友
人
砂
燕
子
が
航
海

の
日
記
を
礎
と

せ
り
墜

ど

こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

り
み

う
か
第

二
編
上

「
凡
例
　
附
言
」

の
初
期
構
想

「
友
人
砂
燕
子
先
年
仏
蘭
西

の
博
覧
会

に
至
り
彼
国

の
風
土
大
概
を
得

た
り
故

に
彼

人

の

一
夕
話
柳
耳
底

に
止
め
た
る
を
柱
礎
」

と
す
る

こ
と
も
、
魯
文
さ
え
積
極
的

に
働
き
か
け
れ
ば
可
能

で
あ

っ
た

に
ち
が

い
な

い
。
だ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紺

魯
文
が
選

ん
だ

の
は
、
第
八
編

の

「
凡
例
附
言
」

に
以
下

の
よ
う

に
記
す

こ
と

で
あ

つ
た
。

一63一
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さ
い
に
ひ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

は
ん
も
と

　

　

　

　

　

　

　
　

や
ん
や

く

○
拙

著

の
膝

栗
毛

僥

倖

に
時

好

に
か

な

ひ

て
発

行
毎

部

千

に
下

ら

ず
梓

客

の
耳

た

ぶ
作

者

の
ま

ぐ

れ
当

り

喝
采

々

々
と
讃

す

べ
し

是

し
か
し
なが
ら
　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　
い
ざ
ほ

而
乍
標
目
に
よ
る
所
敢
て
作
者
の
功
に
あ
ら
ず
と
せ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・

福沢の旅案内で乗 り込 むだろうヨ

「
標
目
」
が

よ
か

っ
た
か
ら
売

れ
行
き
が
よ

い
の
で
、
作
者

の
手
柄

で
は
な

い
と

い
う

の
で
あ
る
。
第
九
編

「
稗
史
家

の
脚
色
」

の

「
お

ら

ア
そ
ん

な
ひ
ま
は
ね

へ
が
ふ
く
ざ
は
の
た
び
あ
ん
な

い
で
お
さ
き

ま

ツ
く
ら
に

こ
ぎ

つ
け
り
や

ア
ど
う
な
り
稿
成
地
中
海

ま
で
の
り

こ

む
だ
ら
う

ヨ
」
と

の
、
暇
が
な

い
も

の
の

『
西
洋
旅
案
内
』

さ
え
あ
れ
ば
地
中

海
ま

で
行
き
着

け
る
と

の
言
と
結
び

つ
け
て
考

え
て
み
る

こ
と

に
し
よ
う
。

「
膝
栗
毛
」

の

「
標
目
」

と

『
西
洋
旅
案
内
』

さ
え
あ
れ
ば
、
魯
文
以
外

の
人
間

で
も
十
分

に
完
結

で
き

る
と

の
メ

ッ

セ
ー
ジ
が
籠

め
ら
れ

て
い
る
に
違

い
な

い
の
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　

(
結

)

　

『
西

洋

旅

案

内

』

は
第

九

編

上

や
第
十

一
編
上

、

第

十

一
編

下

で
も
利

用

さ
れ

て

い
る

が
、

「
ふ

く

ざ

は

の
た

び
あ

ん
な

い

で
お

さ

き

ま

ツ
く

ら

に

こ
ぎ

つ
け

り

や

ア
」

と

い
う

わ

け

に
は

い
か

ず
、

『
輿

地

誌
略

』

以
外

に
、
渋

沢
栄

一

『
航

西

日
記

』

巻
之

二

(明
治
四
年
刊
)

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
か
い
ろ

を
新

た

に
導

入

す

る
。

「
僕

が
拙

趣

向

此

頃

発

行

の
航

西

日
記
該

禄

の
条

と
其

事

相

似

た

る
も

亦
奇

遇

と

云

べ
し

」

(第
十
編
下
)

は
、

も

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

よ　
ん
　
　
　そ
ら
ん
じ

ち

う
ん
、

偶

然

の

一
致

な

ど

で
は

な

い

の

で
あ

る
。

第

十

一
編
上

の
通
次

郎

の

「
西

洋

旅
案

内
を

毎

日
素

読

で
暗

記

て
ゐ

る

の
だ

か

ら
本

の
通

り

で
間

違

へ
ね

へ
の

サ
」

と

の
言

は
、

そ

の
意

味

で
は
正

し

い

の

で
あ

る
。

一65-一
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第
十

一
編
下
巻
末

に
板
元
、
万
笈
閣

に
よ
る

裁戴

伏C

塁零

が
あ

4

お

と

く

い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

わ
た
く
し
み
せ

御
花
主
様
方
ま
す
く

御
き
げ
ん
能
恐
悦
至
極
に
ぞ
ん
じ
奉
候
従

ツ
て
私
店
に
て
製
本
仕
候
西
洋
道
中
膝
栗
毛
の
義
日
に
ま
し
繁
昌

 仕
り
有
が
た
き
仕
合

に
存
奉
候
掬
作
者
魯
文
申
候
は
只
今

ま
で
無
益

の
戯
作

に
日
月
を

つ
い
や
し
候
事
開
化

の
御
治
世

に
た

い
し
恐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ　ロつ　し

い
り
奉
候
次
第

二
つ
き
珈

か
御
国
益

に
も
相

成
る

べ
き
小

冊
を
著
述
仕
り
度
と
左

の
目
録
持
参
致
候

二
付
早
速

注
文
仕
候
間
出
板

の

節
御
求
御
高
覧

の
ほ
ど
相
変
ら
ず
奉
願
上
候

魯
文

に

「
無
益

の
戯
作
」

を
や
あ

た

い
と

い
う
希
望

が
あ
る
と

い
う

の
で
あ
る
。
『
西
洋
道
中
膝
栗
毛
』

そ
の
も

の
に

つ
い
て
述

べ
た
訳

で
は
な
い
が
、
投
げ
出
し
た

い
気
持

に
傾

い
て
い
る
の
は
事
実
だ

ろ
う
。

そ
の
結
果

と
し
て
第
十

二
編
冒
頭

に
魯
文

の

「
西
洋
膝
栗
毛
次

編
依
頼
之
記
」
が
掲
載
さ
れ
、
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野
蕃
未
開

の
弥
次
郎
喜
太
八
。
維
新
作

の
初
編

の
始
め

に
。
飛
脚
船

の
艦

に
属
き
。
洋
行

に
船
足
踏

か
け
。
航
海

進
み

て
開
化

の
域

に
。
着
せ

ん
と
す

る
十
二
編
。
元
来
作
者

は
不
知
案
内
。
浮
雲
瀬
戸
を
越

へ
ん
よ
り
。
此
辺

で
船
を
乗
換

さ
せ
ん
と
。
亜

欧

の
境

ひ

を
区
分

に
て
。
地
理
に
明
る
き
寛
船
生
を
。
頼

む
は
太
平
海
上
無
事

に
。
米
国

ま

で
も
乗
切
ら
せ
ん
と
。
慮

ふ
不
倭

が
水
母

の
蝦
眼
。

万
笈
閣
と
船
客
を
。
依
頼

の

一
札
後
述

の
為

め
。
杜

撰

の
証
書
件

の
如
し
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ぞ
ワ

総

生
寛

に
引

き
継

が

れ

る

こ
と

に
な

る
。

第
十

一
編
下

の
本
文
末
尾
は
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ゆ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

が

け

船

は
次
第

に
地
中
海

を
西

へ
く

と
進

み
行

そ

の
入

口
な
る

シ
ブ

ラ
ル
タ

ル
の
瀬
戸
を
目
的

て
乗
入

り

ッ
＼
着
を
示
す
祝
砲

に
土
人

の
眠
り
を
覚

し
け
り
○

ス
ト
ン
ド

ロ
く

く

だ

か

ら
、

魯

文

は

「
ど
う

な

り
稿
成

地

中

海

ま

で

の
り

こ
」

　

　

つげ
た
て
ま
つる

謹

ン
で
告

条

」

(図
版
7
)

に

い
う

ん
だ

の
だ
が
、

そ
の
本
文
末
尾

に
続

い
て
掲
載

さ
れ
た

英

国
博

覧

会

を

も

て
大

団

円

と

せ

ま

く
欲

す

開
場

よ

り

の
腹

稿

　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

も
く
ろ
み

な

れ
ば

第

十

五
編

に
結

局

せ
ん

目
論

な

り
然

り

と
錐

北

亜

墨

利

迦

洲

な

る
合

衆

国

は
方

今

五

大

洲
中

有

名

無

二

の
富

国

に
し

て

　

　

　
　

わ
し
ん
と
ん

其

大
都

府

華

盛

頓

「
サ

ン
フ
ラ

ン
シ

ス

コ
」

「
カ

リ

ホ

ル

ニ
ヤ
」

　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
は
ん
せ
い

=

一
ウ

ヨ

ル

ク
」

な

ん

ど

繁

盛

殊

に
勝

れ

り

と

聞

も

の
か

ら
此

編
十

五
輯

の
結
局

に
拾

遺

し

て

　

　

あ
め
の
よ
に
な
し

　

　

亜

墨

夜

話

西

洋

膝
栗

毛

拾
遺

初

編

か
く
の
ご
と
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
の
く
に

加
此
く
表
題
を
設
け
著
述
の
腹
稿
意
中
に
収
め
り
当
編
は
彼
国

　

　

　
　

け
ん
ぷ
つ

「
作

者

魯

文
看

官

へ

孤
猛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
黛

瞬

ホ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

ニ
ハし

講
灘

縷
縫

麟
麟
灘
　図版7
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ま
の
あ
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　く
わ
い
が
い

へ
航
海
せ
し
友
人
の
紀
行
を
借
得
て
目
前
の
滑
稽
に
僕
が
拙
作
の
恢
譜
を
潤
色
な
し
た
れ
ば
佳
興
は
い
と
く

深
か
る
べ
き
小
冊
子

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

す
み
や
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
と
く
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ら
ん
じ

な

り

当

年

此

編

の
結

局

発

党

を

待

ず

し

て
神

速

に
著

述

の
功

を

奉

し

引

続

き

て
出

板

せ

ま

く

欲

せ

ば

大

方

の
花

主

右

の
表

題

を

暗

記

　

　

あ
ひ
か
に
ら
ず
お
ん
も
と
め
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
と
　
　
は
ん
も
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　こ
ひ
セ
が

給

ひ

て

不

相

変

御

求

高

覧

の
程

一
偏

に

翼

望

し

奉

る

条

を

梓

客

万

笈

閣

主

人

と

共

に
希

ふ

「
第
十
五
編

に
結
局
」

は
総
生
寛

に
委

ね
ら
れ
た

の
で
あ

る
。
第

三
編

に
序
を
寄

せ
た
総
生
寛

は

き
ま

ツ
く
ら

に
こ
ぎ

つ
け
」
「
結
局
」
し
た
後

に
、
第
十
五
編
末
尾

に

「
ふ
く

ざ

は

の
た
び

あ

ん
な

い

で
お

さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
ま
つ

次

編

は
西
洋

道

中
膝

栗
毛

拾

遺

と
し

て

一
先
横

浜

へ
帰

国
之

上

世
界

の
冨
強

共
和

政

治

の
大

国

亜
米

利
加

合

衆

国

へ
航

海

し

に
う
よ
る
く
み
な
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り
さ
ま

紐

育

港

よ
り
上
陸
し

て
所

々
遊
覧

の
景
況
さ
き

の
諸

編
よ
り
ま
た

一
層

勉
励
筆
を
渾

ひ
新
説
珍
話

の
滑
稽
を
尽
し
御
覧

に
入
れ
た

て
ま

つ
り
候

　 fi

 

と
予
告

し

て
、
魯
文

の

「
西
洋
膝
栗
毛
拾
遺
」

の

「
腹
稿
」
を
も
、

お
そ
ら
く
は

『
西
洋
旅
案
内
』
巻

の
上

「
太
平
海
飛
脚

船

の
立
寄
場

所
」
を
利
用
し
、
実

現
し
よ
う
と
し
た
が
、
未
刊

に
終
わ

っ
た
よ
う

で
あ
る
。
本
編

そ
の
も

の
が
竜
頭
蛇
尾

に
終
わ

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

や
む
を
得
な

い
こ
と
か
も

し
れ
な

い
。



福沢の旅案内で乗 り込むだろうヨ

(
1
)
仮
名
垣
魯
文

の
著
作

の
引

用
は
原
則
と
し

て
初
出

に
よ
る
が
、
繰
返
し
記
号
の

一
部
を
開
き
、

ル
ビ
の

一
部
と
割
注
を
省
略

し
た
。
図
版
1
と

　

2
は
架
蔵
本
、
図
版
3
～
7
は
神
戸
松
蔭
女
子
学
院
大
学
蔵
本

で
あ
る
。

(
2
)
『
粋
興
奇
人
伝
』
は
、

日
本
近
代
思
想
大
系
18

『
芸
能
』

(岩
波
書
店
　

一
九
八
八

・
七

・
二
二
)

に
翻
刻
と
肖
像
画

の
写
真
版
、
佐
藤
悟

「異

　

本

『
粋
興
奇
人
伝
』

f

解
題
と
影
印
　
　

」

(実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所

「年
報
」
第
十

四
号

・平
七

・
三

・
二
〇
)

に
全
丁

の
写
真

　

版

が
あ

る
。

(
3
)
越

智
治

雄
氏

は

「
あ

け

す
け

に
創

作

動
機

を

し
る

し

て
い

る
が

、

そ
れ
を

そ

の
ま
ま

に
信

じ

て
際

物
性

を

う
ん

ぬ

ん
し

て
も

、

こ
の
伶

品

に

つ

　

い

て
何
も

語

っ
て
い
な

い
こ
と

に
な

ろ
う
」
、
「
未
知

の
外
国

へ
の
作
品

の
旅

立
ち

に
は
魯

文

な
り

の
準
備

が
整

え
ら

れ

て
い
た
。
細

部

の
リ

ア
リ

　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
で
た
ら
め
　
　
　
　う
そ
　
ま
こ
と

　

テ

ィ
ー

へ
の
配
慮

を
重

ね

て

こ
そ
、

『
放

言
題

の
。

虚

を
実
』

の

「
ぶ

つ
～
け
書
」

が
生

き

よ
う
と

い
う
も

の
で
あ

る
」

と
指

摘
し

て
い
る
。

(
4
)
『
西
洋

旅
案

内
』

か
ら

の
引

用
は

『
福

沢
諭
吉

全
集

』
第

二
巻

(
岩
波
書

店
　

昭

三
四

・
二

・

一
)

に
よ
る
が
、

パ

ラ

ル
ビ
と

し
た
。

(
5
)
小

池
正

胤
氏

は

「
著

者
を
交

代

し
た

の
は
魯
文

が

巡
回
講
演

師

と
し

て
神

奈
川

県

に
雇

わ
れ

た
た

め
」

(
『
日
本

現
代

文
学
大

事
典

作

品
篇
』

明

　

治
書

院
　

平
六

・
六

・
二
〇
)

と

し

て

い
る
。

付
記
　
本
稿

は

「魯
文
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
」

の
研
究
会

(国
文
学
研
究
資
料
館
)

で
の
口
頭
発
表
を
基

に
し

て
い
る
。
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