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こ
の
稿
の
探
求
の
為
に
駿
河
静

岡
に
中
村
郁
夫
さ
ん
と
昨
年
十
一

月
十
八
日
に
行
っ
た
と
き
に
は
好

天
で
あ
っ
た
。富
士
山
が
眺
望
さ
れ

る
日
本
平
に
立
ち
、駿
河
湾・太
平

洋
を
見
下
ろ
し
、長
躯
し
て
鉄
舟

寺
を
訪
問
し
た
。中
村
郁
夫
さ
ん

と
旧
知
の
住
職
に
気
さ
く
に
応
対

し
て
戴
い
た
。「
清
水
湊
の
名
物
は

お
茶
の
香
り
と
男
伊
達
・・・
」と
歌

わ
れ
る「
旅
姿
三
人
衆
」の
と
お
り

に
愉
快
に
走
っ
た
。鉄
舟
寺
の
名
は

幕
末
・
維
新
の
英
傑
山
岡
鉄
舟
の

名
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。本
来
の
名

は
久
能
寺
で
千
三
百
年
の
歴
史
を

　

持
つ
古
刹
で
、現
在
に
そ
れ
ぞ
れ
の

時
代
の
経
典
・
仏
像
・
書
画
な
ど
の

宝
物
を
所
蔵
し
て
い
る
。そ
の
本
堂

縁
側
か
ら
富
士
山
が
眺
望
さ
れ
、

探
訪
の
日
は
好
天
で
優
雅
な
姿
が

写
真
に
写
さ
れ
た
。

　
こ
の
鉄
舟
寺
に
天
正
十
八（
一五

九
〇
）年
の「
小
田
原
征
伐
」の
直

後
か
ら
関
ヶ
原
合
戦
前
ま
で
駿
河

国
主
で
あ
っ
た
中
村
一
氏
の
名
を
残

す「
薄
墨
の
横
笛
」が
所
蔵
さ
れ
現

在
に
横
笛
の
名
手
の
赤
尾
三
千
子

（
有
名
な
日
本
愛
国
党
の
赤
尾
敏

の
お
嬢
さ
ん
）が
演
奏
に
活
用
さ
れ

て
い
る
。そ
の「
薄
墨
の
横
笛
」は
牛

　

若
丸
が
京
の
五
条
の
橋
で
弁
慶
を

ひ
ら
り
ひ
ら
り
と
飛
翔
し
て
打
ち

の
め
し
た
時
に
吹
い
て
い
た
も
の
と

さ
れ
る
。そ
れ
が
源
義
経
の
名
で
久

能
寺
に
奉
納
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

そ
の
横
笛
を
駿
河
国
主
と
な
っ
た

中
村
一氏
が
修
復
し
て
名
を
刻
ん
で

い
る
。一
氏
が
駿
河
支
配
の
当
初
に

豊
臣
秀
吉
の
朱
印
状
の
威
光
で
寺

社
領
の
安
堵
を
し
て
安
定
を
図
っ

た
。そ
の
延
長
上
に
位
置
す
る
も
の

と
推
測
さ
れ
る
が
、文
禄
四（
一五
九

五
）年
四
月
二
十
五
日
に「
薄
墨
の

横
笛
」の
修
理
を
し
て
、以
後
は
寺

宝
と
し
て
門
外
不
出
を
命
じ
た
。

駿
河
統
治
に
は
横
田
内
膳
正
村
詮

が
表
面
に
立
っ
て
代
行
す
る
が
、一

　

氏
の
存
在
を
示
す
事
例
と
し
て

『
清
水
市
史
』に
記
録
さ
れ
る
。

　
な
お
、鉄
舟
寺
に
は
山
岡
鉄
舟

と
親
交
を
持
っ
た
侠
客
清
水
次
郎

長
を
顕
彰
す
る
石
碑
が
建
て
ら
れ

て
い
る
。幕
末
に
勝
海
舟
と
西
郷
隆

盛
の
江
戸
城
無
血
開
城
の
談
合
を

し
た
時
の
仲
介
の
使
者
と
し
て
山

岡
鉄
舟
が
立
ち
、そ
の
護
衛
を
清

水
次
郎
長
一
家
が
し
た
。鉄
舟
寺
が

明
治
に
な
っ
て
荒
廃
し
て
い
た
の
を

明
治
十
六（
一
八
八
三
）年
に
再
興

し
た
山
岡
鉄
舟
の
坐
像
、鉄
舟
の

遺
志
を
継
承
し
て
明
治
四
十
三
年

に
完
成
さ
せ
た
清
水
の
魚
商
芝
野

栄
七
の
坐
像
も
建
て
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
鉄
舟
寺
を
日
本
一の
富
士
山
が

見
下
ろ
し
て
い
る
。

　
中
村
一
氏
が
駿
河
国
主
に
な
っ
た

当
初
に
は
豊
臣
秀
吉
の
朱
印
状
の

威
光
で
指
し
出
し
検
地
に
よ
る
寺

社
の
本
領
安
堵
を
し
て
伝
統
継
承

の
方
針
を
示
し
て
民
心
を
安
定
さ

せ
る
こ
と
に
努
め
た
。そ
の
後
に
実

測
検
地
に
よ
る
再
安
堵
を
予
告
す

る
但
し
書
き
を
付
け
た
。横
田
内

　

膳
正
村
詮
は一氏
の
宿
老
と
し
て
田

中
城（
八
〇
〇
〇
石
・
藤
枝
市
）城

主
に
配
置
さ
れ
た
が
病
気
が
ち
の

国
主
中
村
一
氏
に
代
わ
っ
て
駿
府
城

で
駿
河
一国
の
統
治
に
敏
腕
を
振
る

っ
た
。後
に
東
海
道
五
三
次
と
し
て

整
備
さ
れ
る
駿
河
国
内
の
宿
駅
を

前
国
主
で
あ
っ
た
徳
川
家
康
の
方

針
を
継
承
し
て
整
備
し
た
。田
中

城
の
城
下
で
あ
る
藤
枝
宿
を
上
下

に
分
け
て
問
屋
場
を
設
け
、旅
籠

を
建
て
た
。藤
枝
宿
の
東
に
岡
部

宿
、西
に
島
田
宿
を
設
置
し
て
交

通
を
便
利
と
し
た
。後
の
東
海
道

五
十
三
次
の
う
ち
の
十
二
宿
が
駿

河
国
内
に
存
在
し
て
、藤
枝
宿
は

品
川
宿
か
ら
二
十
二
番
目
で
江
戸

か
ら
四
十
九
里
三
十
町
四
十
五
間

の
距
離
で
あ
っ
た
。「
箱
根
八
里
は

馬
で
も
越
す
が
越
す
に
越
さ
れ
ぬ

大
井
川
」と
馬
子
唄
に
歌
わ
れ
た

箱
根
も
大
井
川
も
統
治
下
に
あ
っ

て
、大
井
川
は
道
中
の
難
所
で
あ
り

時
々
に
氾
濫
し
た
。そ
の
河
道
を
隣

の
遠
州
掛
川
城
主
山
内
一
豊
と
中

村
一
氏
が
協
力
し
て
変
更
し
て
相

互
互
恵
の
新
田
開
発
し
た
こ
と
が

『
大
井
川
町
史
』に
記
録
さ
れ
る
。

中
村
一
氏
と
山
内
一
豊
は
木
下
藤
吉

　

戦
国
お
も
し
ろ
百
話

〜
大
河
ド
ラ
マ『
南
海
道
の
晴
嵐
』を
期
し
て（
一九
四
）

文・出 

水
　
康 

生

三
好・織
田・豊
臣・徳
川
時
代
に
生
き
る
横
田
内
膳
正
村
詮

阿
波
岩
倉・和
泉
岸
和
田・近
江
水
口・駿
河
駿
府・伯
耆
米
子
へ
の
変
転(

十
六)

Monthly Topics

鉄舟寺蔵の木像蘭陵王面

好
天
の
日
本
平・鉄
舟
寺

中
村
一氏
と
薄
墨
の
横
笛

｢心外無法｣の山岡鉄舟の書と坐像

横
田
内
膳
正
村
詮
の

駿
河
統
治

補陀洛山鉄舟寺の山門

鉄舟寺所蔵の｢薄墨笛｣と中村一氏の｢薄墨笛｣の添状

好天の日本平から日本一の富士山を眺む
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「
横
田
村
詮
法
度
」に
よ
る

一国
総
検
地・統
治
推
進

郎
の
時
代
か
ら
秀
吉
子
飼
い
の
家

臣
と
し
て
出
世
し
て
徳
川
家
康
が

関
八
州
に
転
封
さ
れ
た
後
の
駿
河

駿
府・遠
江
掛
川
に
そ
れ
ぞ
れ
に
城

主
と
な
っ
て　

独
自
に
検
地
を
実

施
し
、領
国
の
統
治
を
し
た
。大
井

川
の
河
道
を
共
同
の
大
工
事
と
し

て
入
国
当
初
に
計
画
し
て
、文
禄・

慶
長
の
朝
鮮
出
兵
の
多
端
な
時
代

の
十
年
ほ
ど
の
領
国
支
配
の
間
に

実
現
さ
せ
、対
岸
に
島
田
宿
、金
谷

宿
を
置
き「
川
留
め
」の
時
を
幸

運
・
不
運
の
時
と
し
て
旅
人
が
宿

泊・逗
留
し
て
人
生
の
悲
喜
こ
も
ご

も
を
現
出
さ
せ
る
。な
お
、石
工
や

鍛
冶
師
な
ど
の
必
要
と
さ
れ
る
技

術
者
の
組
織
化
、諸
役
免
除
に
よ

る
優
遇
な
ど
の
施
策
も
行
わ
れ
た
。

　

中
村
一
氏
と
山
内
一
豊
は
豊
臣
政

権
の
中
老
と
し
て
京
の
聚
楽
第
に

詰
め
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
の
で
、領
国
の
統
治
は
信
頼
で

き
る
宿
老
に
代
行
さ
せ
て
い
た
。そ

れ
が
中
村
一
氏
の
場
合
は
横
田
内

膳
正
村
詮
、山
内
一
豊
の
場
合
は
野

　

中
主
計
亮
・
福
岡
市
右
衛
門
尉
で

あ
っ
た
。中
村
一
氏
が
病
身
で
あ
っ
た

こ
と
も
関
係
し
た
か
と
思
わ
れ
る

が
、横
田
村
詮
へ
の
依
存
度
の
高
さ

を
横
田
内
膳
正
村
詮
が
発
給
し
た

文
書
が
圧
倒
的
で
あ
る
で
あ
る
こ

と
が
証
明
す
る
。国
主
の
中
村
一
氏

が
九
点
、弟
の
沼
津
城
主
中
村
彦

左
衛
門
尉
氏
次
が
四
点
、興
国
寺

城
主
河
毛
宗
左
右
衛
門
尉
重
次

が
三
点
、長
沼
藤
右
衛
門
尉
秀
綱

が
五
点
で
あ
る
の
に
、横
田
内
膳
正

村
詮
は
九
十
六
点
を
発
給
し
て
い

る
の
で
あ
る
。こ
の
こ
と
を
本
多
隆

成『
近
世
初
期
社
会
の
基
礎
構

造
』（
吉
川
弘
文
錧
・一
九
八
九･

三

刊
）の「
中
村
氏
の
駿
河
支
配
」で

検
証
さ
れ
て
い
る
。九
十
六
点
の
発

給
文
書
の
う
ち
十
二
点
が
天
正
十

九
年
の
入
国
当
初
に
発
給
し
た
の

に
対
し
て
、慶
長
四（
一五
九
九
）年

に
五
十
八
点
が
発
給
さ
れ
て
い
る
。

慶
長
四
年
に
は
、朝
鮮
出
兵
が
失

敗
に
帰
し
、そ
の
事
後
処
理
に
追
わ

れ
な
が
ら
横
田
内
膳
正
村
詮
が
駿

河
一
国
支
配
を
一
氏
に
代
行
し
て
駿

河
全
域
に
発
給
し
文
書
が
現
在
に

残
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。そ
の
主

　

要
な
も
の
が「
横
田
村
詮
法
度
」で
、

駿
河
一
国
の
総
検
地
を
横
田
内
膳

正
村
詮
が
責
任
者
と
し
て
実
施
し

て
、検
地
の
終
わ
っ
た
郷
村
の
百
姓

宛
に
発
給
し
た
の
で
あ
る
。「
横
田

村
詮
法
度
」が
徳
川
家
康
の「
七
条

定
書
」に
よ
る
五
カ
国
検
地
と
比

較
さ
れ
な
が
ら
、豊
臣
系
大
名
に

よ
る「
太
閤
検
地
」の
実
施
と
し
て

日
本
史
研
究
上
で
も
注
目
さ
れ
て

い
る
。

　

こ
の
こ
と
が
、『
静
岡
県
史
』を
は

じ
め
、『
清
水
市
史
』『
沼
津
市
史
』

『
小
山
町
史
』『
吉
原
市
史
』『
富
士

宮
市
史
』『
大
井
川
町
史
』な
ど
の

市
町
史
誌
に
特
筆
さ
れ
て
記
録
さ

れ
て
い
る
。こ
れ
ら
の
市
町
史
誌
の

調
査
を
昨
年
十
一
月
十
七
日
に
静

岡
県
中
央
図
書
館
歴
史
文
化
セ
ン

タ
ー
で
中
嶋
郁
夫
主
任・好
意
的
な

係
員
の
協
力
に
よ
っ
て
、該
当
箇
所

の
コ
ピ
ー
を
コ
ン
ビ
ニ
の
コ
ピ
ー
機
で

さ
せ
て
も
ら
っ
た
。土
地
勘
の
な
い

こ
と
で
遠
慮
な
く
質
問
し
て
教
示

を
受
け
て
短
時
間
に
所
期
の
目
的

を
達
成
す
る
こ
と
が
出
来
た
。同

行
の
中
村
郁
夫
さ
ん
が
中
嶋
郁
夫

さ
ん
と
同
名
で
あ
る
こ
と
で
こ
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ほ
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

親
し
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

を
示
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ
、再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

訪
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
好
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
だ
再

　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

訪
と
し

な
が
ら
一
般
ビ
ル
四
階
に
密
や
か
に

存
在
す
る
の
で
近
く
ま
で
行
っ
て
い

た
の
に
何
度
も
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で

尋
ね
な
が
ら
漸
く
に
た
ど
り
着
い

た
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、「
横
田
村
詮
法
度
」は
慶

長
四（
一
五
九
九
）年
四
月
か
ら
九

月
に
か
け
て
集
中
的
に
駿
河
の
全

域
に
検
地
の
終
了
し
た
各
郷
村
の

百
姓
中
に
発
給
さ
れ
た
。現
在
に

四
十
二
点
が
発
見
さ
れ
て
い
る
、と

言
う
。現
存
状
況
は
西
か
ら
、旧
郡

域
で
志
太
郡
九
点・益
津
郡
二
点・

安
倍
郡
九
点
・
有
渡
郡
一
点
・
庵
原

郡
五
点・富
士
郡
五
点・駿
東
郡
十

点
と
さ
れ
る
。内
容
は
五
箇
条
で

第
一
条
に
検
地
の
結
果
と
し
て
の
年

貢
率
が
定
め
ら
れ
、村
々
が
上・中・

下
・
下
々
の
四
等
級
と
さ
れ
、年
貢

率
が
七
割・六
割
五
分・六
割・五
割

五
分
と
さ
れ
、干
魃
や
大
風
雨
の

時
に
は
救
済
措
置
を
と
る
。第
二

条
は
夫
役
に
つい
て
規
定
し
、一〇
〇

〇
石
に
つ
き
三
人
、百
姓
の
少
な
い

村
は一〇
〇
〇
石
に
つ
き
米
三
〇
石
、

知
行
髙
の
少
な
い
給
人
に
は一
〇
〇

石
に
つ
き
三
石
ず
つ
米
を
出
す
。規

定
ど
お
り
の
夫
役
を
務
め
れ
ば
そ

の
他
に
人
足
を
出
し
て
は
な
ら
な

い
と
付
記
し
て
い
る
。第
三
条
は
そ

の
村
の
領
主
で
あ
っ
て
も
検
地
帳
に

記
載
さ
れ
た
百
姓
を
奉
公
人
に
出

さ
せ
る
こ
と
を
禁
止
、代
官
や
給
人

が
武
家
の
奉
公
人
が
す
る
べ
き
仕

事
に
使
役
し
よ
う
と
し
た
場
合
に

は
百
姓
は一
切
同
意
し
て
は
な
ら
な

い
。百
姓
が
喧
嘩
・口
論
を
し
て
も

代
官
や
領
主
に
訴
え
ず
郡
奉
行
に

訴
え
る
こ
と
、郡
奉
行
が
判
断
し

か
ね
る
場
合
は
公
儀（
こ
の
場
合
は

大
名
で
あ
る
中
村
氏
）へ
報
告
し
て

判
断
を
委
ね
る
こ
と
を
指
示
し
て

い
る
。第
四
条
に
は
給
人
の
手
作
り

を
禁
止
、検
地
帳
に
記
載
さ
れ
た

諸
木
は
代
官
や
給
人
に
出
し
て
は

な
ら
な
い
。付
け
た
り
と
し
て
、米

と
大
豆
の
交
換
比
率
は
駿
東
の
場

合
は
沼
津
町
、そ
れ
以
外
は
府
中

町
の
売
買
の
比
率
に
従
う
こ
と
を

規
定
。第
五
条
は
蔵
入
れ
地
に
は

人
足
役
が
な
い
の
で
給
人
知
行
地

よ
り
年
貢
率
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

給
人
が
自
分
の
百
姓
だ
か
ら
と
言

っ
て
非
分
を
申
し
懸
け
る
こ
と
は

勿
論
、た
と
え
ど
の
よ
う
な
罪
科
が

あ
って
も
私
的
に
処
罰
す
る
こ
と
は

禁
止
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
る
。

　

こ
の
様
に「
村
詮
法
度
」は
全
体

を
と
う
し
て
給
人
が
土
地
や
百
姓

を
恣
意
的
に
支
配
す
る
こ
と
を
厳

し
く
規
制
し
て
い
る
。具
体
的
に
は

年
貢
率
は
大
名
が
決
め
、給
人
の

手
作
り
経
営
や
百
姓
を
奉
公
人
に

す
る
こ
と
を
禁
止
し
、犯
罪
者
に

対
す
る
勝
手
な
処
分
を
禁
止
、百

姓
の
喧
嘩
口
論
も
給
人
で
な
く
郡

奉
行
に
直
接
に
訴
え
さ
せ
る
、な
ど

を
規
定
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
は
兵
農
分
離
を
す
す
め
、

近
世
的
な
支
配
体
制
の
樹
立
を
目

指
す
豊
臣
系
大
名
中
村
氏
の
特
色

を
良
く
表
現
し
た
政
策
と
し
て
注

目
さ
れ
て
い
て
、こ
の
時
代
の
最
先

端
を
行
く
も
の
で
あ
っ
た
。こ
れ
ら

の
こ
と
は
責
任
者
と
し
て
中
村
一
氏

の
代
行
し
た
横
田
内
膳
正
村
詮
の

行
政
官
と
し
て
の
優
秀
さ
が
証
明

さ
れ
、評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

鉄舟寺境内の｢薄墨音秋雨の篝火補陀洛山｣の句碑

｢中村式部大輔様御家臣横田内膳正
殿御書付｣の表書の｢横田村詮法度｣

鉄舟寺庭園の山岡鉄舟像

横田内膳正の清見寺納所宛｢定寺家法度｣

っ
た
。




