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『
名
家
歴
訪
録
』
中 

よ
り

「
儒
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故

宇
田
栗
園
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適
宜
、
見
出
し
を
つ
け
翻
刻
し
ま
し
た 

     

生
い
立
ち 

同
年(

明
治
三
十
一)

十
一
月
二
日
、
栗
園
宇
田
淵
翁
を
下
切
通
川
原
町
西
入
の
邸
に
訪
ひ
、
導
か
れ
て
一
室

に
入
る
。
須
臾
に
し
て
翁
は
莞
爾
と
し
て
出
来
り
坐
に
着
く
。
余
乃
ち
初
対
面
の
挨
拶
を
な
し
、
来
意
を
告

げ
、
且
つ
曰
く
、
先
生
は
何
地
の
お
生
ま
れ
で
ご
ざ
い
ま
す
か
。
翁
曰
く
、
私
は
京
都
の
西
の
在
で
、
西
岡

六
十
四
ヶ
村
中
神
足
村
と
い
ふ
に
生
れ
ま
し
た
。
亡
父
は
利
記
と
申
し
、
北
岩
倉
実
相
院
門
跡
の
未
勤
の
家

来
で
、
そ
れ
で
神
足
村
に
於
て
医
を
業
と
し
、
私
は
其
六
人
目
の
末
子
で
す
。
亡
父
は
医
学
を
海
上
随
鷗
―

之
は
京
都
で
初
め
て
蘭
法
を
用
ひ
た
人
で
―
に
、
読
書
は
伊
藤
東
所
に
学
び
、
国
学
は
本
居
太
平
に
つ
き
、

そ
れ
で
田
舎
で
医
業
を
し
な
が
ら
、
旁
ら
漢
籍
国
書
を
読
で
楽
し
ん
で
ゐ
ま
し
た
。
ま
た
私
は
医
術
を
豊
後

か
ら
出
た
宗
眞
哉
に
受
け
、
読
書
は
嚴
垣
松
苗
の
門
人
で
、
十
九
歳
頃
か
ら
同
じ
西
岡
在
で
、
向
日
町
の
東

に
当
る
土
川
村
と
い
ふ
に
寓
居
し
て
、
こ
こ
で
藪
医
者
を
や
っ
て
居
ま
し
た
の
で
。 

 

梁
川
星
巖
と
の
出
会
い 

 

元
来
亡
父
は
大
平
の
門
人
で
歌
を
詠
み
ま
し
た
か
ら
、
汝
も
や
れ
と
の
こ
と
で
十
一
二
の
時
作
っ
て
み
ま

し
た
が
、
兄
共
は
皆
詩
を
や
っ
て
、
自
分
も
そ
の
方
が
面
白
く
な
り
、
夫
か
ら
は
詩
ば
か
り
作
っ
て
居
る
と
、

丁
度
星
巖
翁
が
晩
年
に
京
都
へ
参
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
か
ら
其
門
に
入
て
益
々
詩
を
つ
く
り
ま
し
た
。

処
が
御
承
知
の
通
り
星
巖
翁
は
勤
王
憂
国
の
人
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
私
共
が
詩
を
つ
く
っ
て
見
て
貰
ひ
、

そ
の
話
が
済
む
と
い
つ
も
談
が
国
事
に
及
ん
で
慷
慨
さ
れ
る
か
ら
、
い
つ
か
知
ら
ず
識
ら
ず
夫
に
化
せ
ら

れ
て
、
国
事
が
気
に
か
か
っ
て
な
ら
ん
や
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

梁
川
星
巖
の
死 

其
後
国
事
は
益
々
多
端
と
な
り
、
安
政
戌
午
の
年
に
間
部
下
総
が
上
京
し
て
、
梅
田
雲
濵
、
頼
三
樹
、
そ
の

他
草
莽
有
志
の
士
を
捕
へ
、
鶏
籠
で
江
戸
へ
護
送
し
た
時
に
、
星
巖
翁
も
存
生
な
れ
ば
一
番
に
縲
絏
は
免
れ

ん
人
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
不
幸
中
の
幸
で
、
其
前
に
流
行
の
コ
ロ
リ
に
罹
っ
て
歿
し
ら
れ
ま
し
た
か
ら
、

遂
に
其
義
に
及
ば
な
ん
だ
の
で
、
然
し
幕
府
で
は
殆
ど
手
を
下
さ
ん
ば
か
り
に
な
っ
て
居
た
の
で
す
か
ら
、

全
く
自
殺
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
疑
ふ
て
、
町
奉
行
で
は
墓
を
発
い
て
検
視
す
る
と
い
ふ
伝
聞
も
あ
り
ま
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し
た
が
、
遂
に
そ
の
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

土
川
村
で
草
莽
の
志
士
を
匿
う 

然
し
其
門
に
遊
ん
だ
も
の
は
厳
重
に
探
偵
さ
れ
、
私
も
土
川
村
に
居
ま
す
時
で
段
々
探
偵
を
入
れ
ら
れ
、
ま

た
隣
家
に
は
番
人
、
即
ち
幕
吏
の
手
先
を
働
ら
く
者
が
居
て
、
頻
り
に
目
を
配
っ
て
ゐ
る
様
子
が
知
れ
て
お

る
。
然
し
其
後
も
草
莽
有
志
の
士
が
、
幕
府
の
捜
索
を
遁
て
尋
ね
て
参
り
、
潜
か
に
宅
に
か
く
ま
い
置
た
こ

と
も
縷
々
あ
り
ま
し
た
が
、
極
め
て
秘
密
に
し
て
ゐ
ま
し
た
の
で
、
幕
吏
も
気
が
つ
か
ず
幸
に
無
事
で
ご
ざ

い
ま
し
た
。 

 

岩
倉
具
視
の
も
と
で
戊
辰
戦
争
を
戦
う 

其
後
岩
倉
老
公
に
謁
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
老
公
も
非
常
に
篤
く
遇
し
て
下
さ
る
。
私
も
ま
た
之
こ
そ
為
す

あ
る
人
じ
ゃ
と
、
心
を
傾
け
て
お
話
し
も
す
る
・
・
・
。
其
頃
は
過
半
京
都
へ
参
っ
て
、
形
成
を
考
へ
て
ゐ

ま
し
た
。
処
が
時
勢
は
追
々
切
迫
し
て
徳
川
慶
喜
は
二
条
城
を
去
て
浪
華
へ
下
る
。
つ
ゞ
い
て
鳥
羽
伏
見
の

戦
争
か
ら
、
徳
川
氏
追
討
の
兵
を
発
し
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
岩
倉
家
の
公
子
具
定
、
其
弟
具
経
、
こ
の
両

公
子
が
東
山
道
総
督
、
並
に
副
総
督
と
し
て
出
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
其
時
に
具
定
は
十
八
、
具

経
は
十
六
で
、
い
づ
れ
も
眞
に
若
ふ
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
老
公
か
ら
私
と
、
今
皇
后
大
夫
し
て
ゐ
る
香
川
敬

三
と
、
外
一
人
に
格
別
の
お
頼
み
で
、
息
子
も
何
分
若
い
か
ら
よ
く
補
佐
し
て
く
れ
る
よ
う
と
の
こ
と
で
、

私
は
出
張
先
で
東
山
道
総
督
参
謀
の
辞
令
を
受
け
進
発
し
ま
し
た
が
、
い
や
此
時
程
愉
快
な
こ
と
は
あ
り

ま
せ
な
ん
だ
。
何
分
積
年
幕
府
の
朝
廷
を
蔑
ろ
に
す
る
模
様
を
見
て
、
常
に
切
歯
し
て
を
っ
た
も
の
が
、
今

や
錦
の
御
旗
を
飄
が
へ
し
て
堂
々
と
征
討
に
出
張
す
る
な
ど
、
ま
る
で
夢
の
よ
う
な
心
地
し
て
、
か
つ
狂
し

か
つ
喜
び
、
身
を
提
し
て
力
を
盡
そ
う
と
思
ひ
ま
し
た
。
そ
れ
で
始
終
総
督
の
傍
に
居
り
、
役
に
は
立
ま
せ

ん
が
心
だ
け
は
補
佐
し
て
江
戸
へ
参
り
、
こ
ゝ
で
五
十
日
程
滞
留
し
て
ゐ
ま
し
た
。
が
元
来
私
は
脚
気
の
病

疾
が
あ
り
ま
す
処
へ
、
江
戸
は
最
も
同
病
の
流
行
る
処
で
、
そ
れ
が
為
め
再
発
し
て
治
療
し
て
も
治
ら
ず
、

止
を
得
ま
せ
ん
か
ら
遂
に
御
暇
を
願
っ
て
当
地
に
帰
り
、
や
は
り
岩
倉
家
の
方
に
居
ま
し
て
、
同
家
の
執
事

同
様
の
こ
と
を
致
し
て
居
ま
し
た
。 

 

桂
宮
家
令
か
ら
主
殿
寮
出
張
所
長
へ 

尤
も
私
は
其
時
再
び
西
岡
へ
帰
り
医
業
を
や
ろ
ふ
と
思
ふ
て
、
御
暇
を
請
ひ
ま
し
た
が
。
老
公
は
い
や
之
か

ら
御
用
に
立
ん
な
ら
ん
場
合
が
あ
る
と
て
聞
れ
ま
せ
ん
。
其
後
明
治
二
年
に
朝
廷
に
召
出
さ
れ
て
徴
士
権

辯
事
と
な
り
、
次
で
辯
事
と
な
り
、
聖
駕
御
東
幸
の
時
に
、
当
地
に
留
守
官
と
い
ふ
を
置
れ
、
其
判
官
と
な

り
、
留
守
官
が
廃
せ
ら
れ
た
時
に
辞
職
し
て
、
之
か
ら
閑
散
で
楽
し
も
う
と
思
ふ
て
ゐ
る
と
、
中
一
日
隔

て
ゝ
桂
宮
の
家
令
を
仰
せ
付
ら
れ
、
其
後
有
栖
川
、
閑
院
、
久
邇
、
山
階
な
ど
諸
宮
様
の
家
令
御
附
等
を
拝

命
し
、
明
治
十
九
年
に
主
殿
権
助
に
任
ぜ
ら
れ
、
二
十
二
年
に
主
殿
助
、
主
殿
寮
京
都
出
張
所
長
と
な
り
、

二
十
八
年
、
即
ち
一
昨
年
ま
で
勤
め
て
居
り
ま
し
た
が
、
最
早
七
十
に
も
近
ふ
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
少
し
は

余
命
を
楽
し
み
と
う
ご
ざ
い
ま
す
と
内
々
御
願
ひ
申
し
、
遂
に
同
年
七
月
に
本
官
を
免
ぜ
ら
れ
ま
し
て
、
初

め
て
閑
散
の
身
と
な
り
ま
し
た
。 
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岩
倉
具
視
の
人
物
像
を
語
る 

余
問
ふ
、
先
生
が
初
め
て
岩
倉
老
公
に
御
謁
し
に
な
っ
た
の
は
、
何
歳
位
の
時
で
ご
ざ
い
ま
す
か
。
翁
曰
く
、

そ
う
で
す
、
私
が
東
山
道
へ
出
張
し
ま
し
た
の
が
四
十
二
で
、
俗
に
い
ふ
厄
歳
で
ご
ざ
い
ま
し
た
か
ら
、
何

で
も
其
三
四
年
前
で
す
。
其
頃
寺
町
の
広
小
路
上
る
処
に
、
岩
倉
実
相
院
の
里
坊
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
を

岩
倉
殿
が
借
て
家
族
を
置
れ
る
、
自
分
は
御
勘
気
と
い
ふ
の
で
岩
倉
村
の
小
さ
い
民
家
に
居
て
、
時
あ
っ
て

忍
ん
で
里
坊
へ
来
や
し
や
る
と
い
う
有
様
で
し
た
。
余
問
ふ
、
老
公
の
風
来
性
質
な
ど
は
如
何
で
ご
ざ
い
ま

す
か
。
翁
曰
く
、
私
は
初
て
謁
し
ま
し
た
時
に
、
眞
に
英
雄
と
い
ふ
の
は
此
お
方
じ
や
と
思
ひ
ま
し
た
。
只

に
私
の
み
で
な
い
、
誰
で
も
一
見
す
る
と
忽
ち
心
服
し
て
、
此
方
の
為
に
は
力
を
盡
そ
う
と
思
は
ぬ
も
の
は

な
い
。
固
よ
り
容
貌
・
態
度
威
厳
余
り
あ
つ
て
、
眼
光
は
熒
々
人
を
射
る
程
で
あ
り
ま
し
た
が
、
謁
し
て
お

話
し
を
す
る
と
、
い
か
に
も
打
寛
ろ
い
で
、
賢
を
禮
し
士
に
下
る
・
・
・
そ
れ
で
人
を
能
く
容
れ
て
、
共
人

相
応
に
長
所
を
以
て
遣
ひ
な
か
〱
遊
ば
し
て
置
ん
、
始
終
用
を
い
ひ
つ
け
て
困
る
程
つ
か
は
れ
た
で
す
。
余

問
ふ
、
老
公
の
其
資
質
は
、
胸
中
に
薀
蓄
せ
る
学
問
の
素
養
か
ら
来
た
の
で
す
か
、
た
だ
し
は
天
稟
で
ご
ざ

い
ま
す
か
。
翁
曰
く
、
学
問
は
一
向
な
い
の
で
、
た
だ
天
稟
の
人
に
絶
し
た
処
が
あ
る
の
で
す
な
。
そ
れ
で

老
公
が
常
に
、
及
公
は
山
陽
の
外
史
く
ら
い
読
ん
だ
こ
と
は
あ
る
が
、
学
問
は
全
然
で
し
た
こ
と
は
な
い
。

然
し
諸
君
の
種
々
よ
い
説
を
聞
て
、
そ
れ
を
我
物
に
し
て
つ
か
い
こ
な
す
の
は
上
手
で
ゐ
る
と
云
は
れ
ま

し
た
。
余
問
ふ
、
夫
で
は
幼
時
よ
り
□
難
な
さ
っ
た
よ
う
な
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
翁
曰
く
、
左
様
、

あ
の
老
公
は
堀
川
家
の
子
息
で
、
岩
倉
家
へ
養
子
に
参
ら
れ
た
の
で
す
か
ら
、
多
少
□
難
も
さ
れ
た
か
も
知

れ
ま
せ
ん
が
、
別
に
之
と
い
ふ
程
の
事
は
な
い
の
で
。
何
分
子
供
上
り
の
時
よ
り
な
か
〱
横
着
者
で
あ
っ
た

そ
う
で
す
。
・
・
・
そ
れ
で
人
情
に
篤
い
方
で
、
人
の
事
な
ど
十
分
に
想
ひ
や
っ
て
、
憐
憫
の
心
も
深
く
、

す
べ
て
の
古
の
英
雄
豪
傑
の
そ
れ
〱
よ
い
こ
と
は
、
殆
ど
具
備
し
て
ゐ
た
人
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

私
の
学
問 

翁
は
こ
の
時
語
端
を
改
た
め
て
曰
く
、
そ
れ
で
私
の
学
問
に
つ
き
少
し
御
話
し
ゝ
ま
す
が
、
学
問
と
い
ふ
て

別
に
深
く
学
ん
だ
わ
け
で
な
い
。
巖
垣
松
苗
、
之
は
読
書
の
師
で
、
未
だ
私
の
若
い
時
に
死
に
ま
し
た
。
其

後
星
巌
翁
に
詩
を
学
ん
だ
の
み
で
す
が
、
―
こ
の
星
巌
翁
に
つ
き
、
世
人
は
た
ゞ
の
詩
人
と
思
ふ
て
居
ま
す

が
、
決
し
て
そ
う
で
な
い
。
晩
年
は
専
ら
道
学
に
志
し
、
深
く
学
ん
で
ゐ
ら
れ
ら
の
で
、
処
が
あ
の
先
生
の

学
問
が
陽
明
学
で
。
一
番
最
初
は
陳
白
沙
の
詩
を
読
で
、
而
し
て
王
陽
明
に
入
り
、
夫
よ
り
王
学
を
祖
述
し

た
劉
念
臺
、
羅
念
庵
な
ど
の
書
を
究
め
ら
れ
た
で
す
。
そ
の
説
に
、
陽
明
の
学
問
は
固
よ
り
一
点
間
然
す
る

処
が
な
い
が
、
其
高
弟
た
る
王
龍
渓
、
其
他
一
二
輂
に
至
て
は
、
動
も
す
れ
ば
其
説
が
虚
遠
に
騖
せ
て
禅
学

に
傾
く
嫌
ひ
が
あ
る
。
そ
れ
で
其
弊
を
救
ふ
た
め
劉
念
臺
、
羅
念
庵
の
書
を
併
せ
読
ん
で
、
王
学
を
初
め
て

正
晧
を
誤
ま
ら
ん
こ
と
に
な
る
。
―
こ
う
い
ふ
談
語
は
折
々
星
巌
翁
か
ら
聞
ま
し
た
。
固
よ
り
暇
も
な
し
、

講
義
な
ど
ゝ
い
ふ
こ
と
は
な
か
つ
た
が
、
た
だ
何
を
読
め
ば
よ
い
と
其
書
物
を
差
図
し
て
も
ら
ふ
た
位

で
。・
・
・
そ
れ
で
私
も
以
前
四
書
集
註
な
ど
読
ん
で
ゐ
て
、
少
も
感
発
す
る
処
が
な
か
っ
た
が
、
陽
明
の

傳
習
録
を
読
で
初
め
て
興
起
感
発
し
て
ぢ
っ
と
し
て
ゐ
ら
れ
ん
こ
と
に
な
り
、
学
問
は
陽
明
で
な
け
り
ゃ

な
ら
ん
と
思
ひ
ま
し
た
。
そ
れ
で
私
の
経
歴
中
に
も
、
自
分
の
心
に
之
は
陽
明
先
生
の
お
蔭
で
あ
る
、
ま
た

こ
の
様
な
こ
と
は
陽
明
先
生
に
叱
ら
れ
る
と
思
ふ
た
こ
と
は
縷
々
あ
り
ま
し
た
。 

https://chidori-jyuku.jimdo.com/
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神
世
を
う
け
し
し
き
し
ま
の
道 

ま
た
私
は
近
年
歌
を
詠
み
ま
す
の
を
、
世
上
で
は
誤
り
傳
へ
て
、
私
を
国
文
学
者
の
よ
う
に
思
ふ
て
ゐ
る
人

が
あ
る
そ
う
で
す
が
、
私
は
決
し
て
歌
学
を
し
て
歌
を
讀
む
の
で
な
い
、
只
心
に
思
ふ
こ
と
を
折
に
触
れ
て

詠
出
す
の
で
。
語
格
や
「
て
に
を
は
」
も
固
よ
り
必
要
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
此
末
余
命
が
あ
っ
た
ら
ぽ
つ
〱

や
つ
て
見
よ
う
と
思
ひ
ま
す
が
、
仮
令
語
格
や
「
て
に
を
は
」
を
よ
く
知
ら
ん
で
も
、
真
情
か
ら
流
露
た
も

の
は
自
然
に
之
に
合
す
る
の
が
和
歌
の
活
物
た
る
所
以
で
す
。
と
、
こ
れ
よ
り
他
の
歌
学
者
の
歌
が
、
専
ら

粉
飾
に
流
れ
て
生
意
に
乏
し
き
を
諷
し
。
且
つ
曰
く
、
詩
は
近
来
作
ら
ん
こ
と
に
し
ま
し
た
、
之
に
は
私
に

少
し
く
意
見
が
あ
る
の
で
、
と
、
□
々
数
千
言
を
累
ね
ら
れ
し
も
、
其
大
意
は
本
邦
自
づ
か
ら
和
歌
の
在
る

あ
り
、
強
て
外
国
の
詩
形
を
仮
て
以
て
胸
臆
を
攄
る
に
及
ば
ず
、
冷
泉
為
輔
卿
の
歌
に 

 

こ
れ
の
み
ぞ
人
の
国
よ
り
伝
は
ら
で 

 
 

 
 

 
 

神
世
を
う
け
し
し
き
島
の
道 

と
あ
る
、
其
和
歌
に
て
足
れ
り
、
否
、
寧
ろ
之
を
学
ぶ
が
邦
人
の
本
色
な
り
、
云
々
。
と
い
ふ
に
あ
る
も
、

其
詩
歌
の
各
包
容
、
特
長
等
、
概
し
て
計
較
の
外
に
在
り
、
況
や
西
詩
の
調
和
等
に
於
て
お
や
。
余
は
翁
が

此
神
国
的
国
体
観
念
を
以
て
詩
論
を
断
じ
、
且
つ
精
力
の
分
る
ゝ
を
以
て
、
断
然
其
多
年
修
練
し
た
る
漢
詩

を
廃
棄
し
、
以
て
琅
々
の
音
を
洩
ら
さ
れ
ざ
る
を
惜
し
む
。 

 

黒
田
天
外
の
評
価 

翁
今
年
七
一
歳
、
面
も
双
頬
微
紅
を
帯
て
、
客
に
対
す
る
常
に
怡
々
如
た
り
、
以
其
内
に
養
ふ
処
の
深
き
を

み
る
。
嗚
呼
王
事
に
盡
瘁
せ
し
翁
の
如
く
、
道
徳
を
修
練
す
る
翁
の
如
き
、
實
に
王
門
の
徒
た
る
に
背
か
す

と
謂
ふ
べ
し
。
詩
歌
の
如
き
は
殊
に
其
余
技
な
る
の
み
。
談
話
三
時
半
、
即
ち
辞
し
帰
る
。 

 

https://chidori-jyuku.jimdo.com/

