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１
８
４
２（
天
保
13
）
年
生
ま
れ
の
小お

幡ば
た

篤と
く

次じ

郎ろ
う

は
、
福
澤
諭
吉
先
生
の
７
歳
下
。

先
生
に
誘
わ
れ
豊
前
中
津
か
ら
草
創
期
の
慶
應
義
塾
に
入
塾
し
た
。

そ
の
後
、
塾
長
を
経
て
副
社
頭
を
務
め
、
先
生
没
後
は
２
代
目
の
社
頭
に
就
任
。

教
育
、
経
営
の
両
面
か
ら
先
生
を
支
え
た
”右
腕
“
と
い
う
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。

義塾の礎を固めた小幡篤次郎
江戸から明治期に活躍した福澤先生の“右腕”

　

１
８
５
８
（
安
政
５
）
年
、
築
地
鉄
砲

洲
の
中
津
藩
邸
内
に
蘭
学
塾
を
開
い
た
福

澤
先
生
は
、
64
（
元
治
元
）
年
に
故
郷
の

豊
前
中
津
に
一
時
帰
省
す
る
。
こ
の
時
に

見
出
し
、
江
戸
に
連
れ
帰
っ
た
の
が
小お

幡ば
た

篤と
く

次じ

郎ろ
う

、
甚じ
ん

三ざ
ぶ

郎ろ
う

兄
弟
で
あ
る
。
中
津
藩

士
で
あ
っ
た
父
篤と

く

蔵ぞ
う

は
既
に
亡
く
、
母
と

し
は
二
人
の
江
戸
出
府
を
大
い
に
不
安
が

っ
た
。
そ
こ
で
先
生
が
説
得
に
あ
た
っ
た

言
葉
が
ふ
る
っ
て
い
る
。曰
く「
中
津
に
居

る
よ
り
、
江
戸
の
ほ
う
が
養
子
の
口
が
多

い
。
前
途
有
望
な
若
者
の
立
身

の
た
め
に
も
、
こ
こ
は
江
戸
に

出
し
て
み
て
は
ど
う
か
」
と
。

果
た
し
て
部
屋
住
み
の
兄
弟
の

末
を
案
じ
た
武
家
の
母
は
、
先

生
に
二
人
の
息
子
を
託
す
こ
と

を
決
心
し
た
の
で
あ
る
。
先
生

は
後
に
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
振

り
返
り
、「
養
子
の
口
を
餌
に
母

堂
を
説
き
伏
せ
、
兄
弟
を
か
ど
わ
か
し
て

き
た
よ
う
な
も
の
だ
」
と
笑
っ
た
と
い
う
。

　

当
時
、
小
幡
は
数
え
の
23
歳
。
16
歳
か

ら
藩
校
・
進
脩
館
の
塾
頭
を
務
め
て
い
た

と
い
う
か
ら
、
秀
才
で
あ
っ
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
。
江
戸
出
府
後
は
わ
ず
か
な
期

間
で
英
語
を
修
得
し
、
２
年
後
の
66
（
慶

応
２
）
年
に
は
塾
長
に
就
任
し
た
。
同
時

期
に
は
幕
府
開
成
所
で
英
学
教
授
手
伝
も

務
め
て
い
る
。
ま
た
塾
名
が
慶
應
義
塾
に

改
ま
っ
た
68
年
に
は
、
弟
の
甚
三
郎
と
の

共
著
『
英
文
熟
語
集
』
を
出
版
し
、
そ
の

後
も
科
学
啓
蒙
書
『
天
変
地
異
』
や
、
ト

ク
ヴ
ィ
ル
著
『
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
』

の
抄
訳
、『
上
木
自
由
論
』
な
ど
を
次
々
と

世
に
出
し
て
い
る
。

　

73
（
明
治
６
年
）
年
に
は
ア
メ
リ
カ
留

学
中
の
弟
、
甚
三
郎
が
同
地
で
病
死
す
る

と
い
う
悲
し
み
に
見
舞
わ
れ
た
が
、
そ
の

後
も
74
年
に
は
三
田
演
説
会
幹
事
、
76
年

に
は
東
京
師
範
学
校
中
学
師
範
科
の
創
設

に
か
か
わ
り
教
授
監
督
の
任
に
あ
た
っ
て

い
る
。
89
年
か
ら
病
気
療
養
中
の
小
泉
信の
ぶ

吉き
ち

の
塾
長
代
理
を
務
め
、
90
年
に
は
塾
長

に
就
任
。
さ
ら
に
同
年
、
貴
族
院
議
員
に

勅
選
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
塾
内
外
に
活
躍
目
覚
ま
し

い
小
幡
で
あ
る
が
、
72
年
に
発
行
さ
れ
た

『
学
問
の
す
ゝ
め
』
初
編
で
は
、福
澤
先
生

と
と
も
に
共
著
者
と
し
て
名
を
連
ね
て
い

る
こ
と
は
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。
実
際
に
執

筆
し
た
の
は
も
ち
ろ
ん
福
澤
先
生
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
小
幡
と
の
共
著
と
な
っ
て
い
る

福
澤
先
生
が
故
郷
で

リ
ク
ル
ー
ト
し
た
秀
才

な
ぜ
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
初
編
の

共
著
者
な
の
か
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の
か
？
実
は
こ
の
初
編
、
当
初
は
小
冊
子

の
か
た
ち
で
中
津
の
人
々
に
向
け
て
書
か

れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
経
緯
に
ヒ
ン
ト

が
隠
さ
れ
て
い
る
。

　

71
年
、
福
澤
先
生
の
建
議
に
よ
っ
て
郷

里
に
英
学
校
（
中
津
市
学
校
）
が
設
立
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
先
立
ち
、

小
幡
は
当
地
に
長
期
滞
在
し
て
開
校
の
準

備
に
あ
た
っ
て
い
る
。
そ
の
過
程
で
、
中

津
に
学
問
を
普
及
さ
せ
る
べ

く
先
生
が
著
し
た
の
が
件
の

小
冊
子
で
あ
る
。
こ
れ
を
発

表
す
る
に
あ
た
り
、
か
つ
て

の
進
脩
館
塾
頭
で
あ
り
、
市

学
校
初
代
校
長
と
な
っ
た
小

幡
の
高
い
評
判
を
考
慮
し
、

共
著
者
と
し
て
名
を
加
え
た

と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
小

冊
子
を
も
と
に
し
て
編
集
発

行
さ
れ
た
の
が
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
初
編

で
あ
り
、
か
く
し
て
小
幡
の
名
が
記
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
共
に
歩
ん
で
き
た
二
人
で
あ

る
が
、
時
に
意
見
を
異
に
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
90
年
開
設
の
大
学
部
は
思
う
よ
う

に
入
学
者
が
集
ま
ら
ず
、
96
年
の
評
議
員

会
に
お
い
て
そ
の
廃
止
が
申
し
合
わ
さ
れ

た
。
塾
長
の
小
幡
が
、
社
頭
の
福
澤
先
生

に
そ
の
旨
を
伝
え
た
と
こ
ろ
、
先
生
は
む

し
ろ
大
学
部
の
維
持
拡
張
を
目
指
し
、
募

金
活
動
を
強
化
す
べ
き
と
の
意
見
で
あ
っ

た
。
小
幡
は
こ
れ
を
受
け
て
募
金
活
動
に

道
筋
を
つ
け
た
も
の
の
、
翌
97
年
に
塾
長

を
辞
任
。
赤
字
体
質
の
大
学
部
を
廃
止
し
、

既
存
の
高
等
科
な
ど
を
拡
充
す
べ
き
と
小

幡
は
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
辞
任
に

前
後
し
て
中
津
へ
の
帰
郷
も
考
え
て
い
た

よ
う
で
あ
る
が
、
先

生
の
慰
留
に
よ
り
こ

れ
は
思
い
と
ど
ま
っ

て
い
る
。
一
旦
は
要

職
を
離
れ
た
小
幡
で

あ
る
が
、
塾
内
の
信

望
は
厚
く
、
翌
98
年

に
副
社
頭
に
推
さ
れ
、

こ
れ
を
受
け
て
い
る
。

　

１
９
０
１
年
、
福

澤
先
生
亡
き
あ
と
社
頭
を
継
い
だ
小
幡
は
、

義
塾
創
立
50
年
を
目
前
に
し
た
05
年
、
病

に
よ
り
こ
の
世
を
去
っ
た
。
享
年
64
。
遺

言
に
よ
り
彼
の
蔵
書
の
半
分
は
義
塾
に
、

残
り
の
半
分
は
中
津
に
寄
贈
さ
れ
た
。
こ

れ
を
元
に
現
在
は
「
中
津
市
立
小
幡
記
念

図
書
館
」
が
建
て
ら
れ
、
今
も
故
郷
の
人

た
ち
の
読
書
と
学
問
を
支
え
続
け
て
い
る
。
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