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『
福
翁
自
傳
』
は
岩
波
文
庫
旧
版
解
題
で
小

泉
信
三
氏
が
言
う
よ
う
に
「
歴
史
的
場
景
や
或

時
代
の
風
俗
を
目
に
睹み

る
や
う
に
描
き
出
し
」、

そ
の
叙
事
は
自
由
自
在
、「
文
面
全
体
に
餤
剌

た
る
生
気
」
が
錺
れ
て
い
る
。
ど
こ
の
章
か
ら

で
も
、
読
み
出
し
た
ら
面
白
く
て
や
め
ら
れ
な

い
。だ

が
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
あ
ら

た
め
て
自
分
の
執
筆
に
引
用
し
た
り
、
授
業
で

講
読
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
と
、
は
た
と
行
き

詰
ま
っ
て
難
儀
す
る
こ
と
が
あ
る
。
書
中
に
あ

ま
り
に
も
多
い
固
有
名
詞
や
特
殊
事
項
や
幕
末

維
新
期
の
俗
語
の
説
明
に
、
つ
ま
ず
い
て
し
ま

う
の
だ
。

そ
の
難
儀
克
服
の
た
め
の
も
っ
と
も
有
力
で

堅
牢
な
手
立
て
と
な
っ
て
く
れ
る
の
が
、
こ
の

た
び
の
箱
入
り
二
冊
本
の
大
著
『「
福
翁
自
傳
」

の
研
究
』
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
尨
大
な
事
業

を
な
し
と
げ
た
編
著
者
の
お
二
人
、河
北
展
生
、

佐
志
傳
と
い
う
福
澤
研
究
の
大
ヴ
ェ
テ
ラ
ン
の

根
気
の
強
さ
、
研
究
対
象
へ
の
執
念
と
言
っ
て

も
よ
い
徹
底
し
た
密
着
ぶ
り
に
、
驚
嘆
し
、
敬

服
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

佐
志
氏
編
の
「
本
文
編
」
は
『
福
翁
自
傳
』

の
周
到
き
わ
ま
り
な
い
校
訂
版
で
あ
る
。
明
治

三
十
年
秋
か
ら
、
福
澤
が
速
記
者
矢
野
由
次
郎

に
口
述
し
て
す
ぐ
に
原
稿
に
お
こ
さ
せ
た
も
の

を
青
イ
ン
ク
で
印
刷
し
、
福
澤
が
そ
れ
に
加
筆

訂
正
し
た
分
を
黒
イ
ン
ク
で
印
刷
し
た
。
こ
れ

を
底
本
と
し
、
最
初
の
浄
写
本
か
ら
「
時
事
新

報
」
に
連
載
の
分
、
さ
ら
に
単
行
本
と
し
て
の

初
版
（
明
治
三
十
二
年
）
か
ら
今
次
戦
後
の
全

集
版
に
い
た
る
ま
で
の
す
べ
て
の
異

ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
文
を
、
仮

名
遣
い
の
一
つ
に
つ
い
て
ま
で
調
べ
あ
げ
て
、

頭
註
と
し
た
の
で
あ
る
。
目
が
ま
わ
る
よ
う
な

大
仕
事
だ
。
私
に
は
、
福
澤
の
加
筆
訂
正
が
想

像
を
こ
え
て
徹
底
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
だ
け
で
、
佐
志
氏
の
こ
の
校
訂
版
を
今

後
ど
の
よ
う
に
使
い
こ
な
し
て
ゆ
く
べ
き
か
、

正
直
の
と
こ
ろ
ま
だ
見
当
も
つ
い
て
い
な
い
。

こ
れ
と
対つ

い

に
な
っ
て
、河
北
氏
の
「
註
釈
編
」

は
、『
自
傳
』
本
文
の
進
行
を
追
っ
て
、
そ
の

文
中
の
特
記
す
べ
き
事
項
を
各
ペ
ー
ジ
各
行
ご

と
に
拾
い
あ
げ
、
こ
れ
に
能
う
か
ぎ
り
詳
細
な

註
解
を
ほ
ど
こ
し
た
。そ
の
上
に
各
章
末
に
は
、

本
文
を
少
々
離
れ
て
も
本
文
理
解
を
豊
か
に
す

る
背
景
説
明
や
学
的
新
情
報
が
、
何
項
目
か
の

「
参
考
」
と
し
て
た
っ
ぷ
り
と
盛
り
込
ま
れ
て

い
る
。
石
河
幹
明
、
富
田
正
文
両
先
達
の
諭
吉

伝
は
た
し
か
に
堂
々
た
る
業
績
だ
っ
た
。
本
書

に
も
大
い
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、『
福

翁
自
傳
』
に
即
し
て
、
そ
の
記
述
内
容
の
周
辺

と
奥
行
き
に
周
到
に
目
を
配
っ
て
、
福
澤
の
生

涯
の
明
暗
と
そ
の
細
部
を
同
時
代
史
の
な
か
に

こ
れ
ほ
ど
く
ま
な
く
よ
み
が
え
ら
せ
た
研
究
と

い
う
の
は
、
他
に
ま
だ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

し
か
も
、
上
下
二
段
組
み
四
百
頁
に
も
お
よ
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ぶ
「
註
釈
」
は
、
読
ん
で
行
っ
て
、
ま
こ
と
に

面
白
い
。

た
と
え
ば
、冒
頭
の
「
幼
少
の
時
」
の
章
で
、

諭
吉
が
子
供
の
頃
か
ら
手
先
が
器
用
で
、
な
ん

で
も
自
分
で
工
夫
し
て
作
っ
た
り
直
し
た
り
し

た
話
が
出
て
く
る
。
実
に
愉
快
な
一
節
だ
が
、

福
澤
は
「
都す

べ

て
コ
ン
ナ
事
ハ
近
處
ニ
内
職
を
す

る
士
族
が
あ
っ
て
其
人
ニ
習
ひ
ま
し
た
」
と
言

う
。
す
る
と
た
ち
ま
ち
河
北
氏
は
、
こ
の
「
近

處
ニ
内
職
を
す
る
士
族
」
に
全
一
頁
に
お
よ
ぶ

註
釈
を
つ
け
る
。
そ
の
な
か
で
氏
は
、
福
澤
の

論
説
「
旧
藩
情
」
を
引
い
て
中
津
藩
下
士
の
内

職
に
よ
る
稼
ぎ
の
詳
細
を
伝
え
る
に
と
ど
ま
ら

ず
、
同
じ
幕
末
下
士
の
筆
に
よ
る
「
奥
平
家
旧

藩
事
情
」
の
一
節
を
引
い
て
、
江
戸
勤
番
の
同

藩
下
士
た
ち
が
団
扇
作
り
の
巧
み
さ
で
江
戸
で

評
判
を
と
り
、
や
が
て
そ
の
洗
練
さ
れ
た
技
術

を
国
も
と
に
も
ひ
ろ
め
た
こ
と
ま
で
教
え
て
く

れ
る
。
し
か
も
註
釈
は
そ
れ
で
尽
き
ず
、
福
澤

の
言
う
「
近
處
の
士
族
」
と
は
、
中
津
の
福
澤

家
の
す
ぐ
斜
め
前
に
住
ん
で
い
た
井
口
と
い
う

男
の
こ
と
だ
ろ
う
、
と
の
推
定
さ
え
す
る
。
ま

さ
に
、
脱シ

ャ
ポ
ー帽

！　

だ
。

こ
の
項
の
す
ぐ
後
に
は「

冠
は
大
嫌
ひ
だ
」

と
の
一
項
が
来
る
。
こ
れ
は
福
澤
が
当
時
の
武

士
の
風
俗
と
し
て
、
町
に
買
物
な
ど
に
出
か
け

る
と
き
は
そ
れ
を
恥
じ
て
夜

か
む
り
を
し
て

行
っ
た
こ
と
を
語
り
、
自
分
は
そ
ん
な
旧
弊
は

「
大
嫌
ひ
」
で
白
昼
堂
々
大
小
を
さ
し
て
出
か

け
た
と
述
べ
る
一
節
だ
。
こ
ん
な
な
に
げ
な
い

一
句
に
も
話
が
つ
い
て
、
福
澤
の
「
旧
藩
情
」

の
み
な
ら
ず
会
津
藩
内
の
布
告
や
、
逆
に
町
人

の
都
市
大
坂
で
の
帯
刀
規
制
の
例
ま
で
が
引
用

さ
れ
る
。

さ
き
に
、こ
の
註
釈
書
は
福
澤
の
生
涯
を『
自

傳
』
よ
り
も
さ
ら
に
広
い
歴
史
の
文

コ
ン
テ
キ
ス
ト
脈
の
な
か

に
よ
み
が
え
ら
せ
る
と
書
い
た
の
は
、
以
上
の

よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
。
右
は
初
章
の
わ
ず

か
二
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
種
の
探
索
が
お

よ
そ
四
百
項
目
に
も
お
よ
ん
で
試
み
ら
れ
て
ゆ

く
の
だ
か
ら
、
壮
観
で
あ
る
。
だ
が
、
一
方
で

は
、ど
う
せ
な
ら
さ
ら
に
多
く
の
事
項
に
註
釈
・

読
解
を
付
し
て
貰
い
た
か
っ
た
と
い
う
欲
も
出

て
く
る
。

た
と
え
ば
、「
長
崎
遊
学
」
の
章
で
私
が
大

好
き
な
の
は
、
安
政
元
年
二
月
、
諭
吉
が
い
よ

い
よ
中
津
を
出
発
す
る
と
こ
ろ
で
、「
故
郷
を

去
る
に
少
し
も
未
練
は
な
い
、
如こ

ん
な斯
處
ニ
誰
が

居
る
も
の
か
一
度
出
た
ら
バ
鐵
砲
玉
で
再
び
帰

て
来
は
し
な
い
ぞ
今
日
こ
そ
宜い

い
心
こ
こ
ろ
も
ち
地
だ
と
獨

り
心
で
喜
び
後う
し
ろ
む
い向

て
唾

つ
ば
き

し
て

々
と
足
早
ニ

か
け
出
し
た
」
と
、
啖
呵
を
切
り
、
大
見
え
を

切
る
一
文
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
参
考
④
」
の
項
に
、

こ
の
出
発
の
直
前
に
中
津
藩
内
で
下
士
の
身
分

格
差
の
強
化
に
反
発
す
る
不
穏
行
動
が
あ
り
、

こ
れ
に
対
す
る
藩
の
処
分
の
理
不
尽
さ
に
諭
吉

は
憤
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
彼
を
こ
の
言
行
に
駆

り
立
て
た
の
だ
ろ
う
と
の
記
述
が
あ
る
。
な
る

ほ
ど
そ
う
な
の
か
、
と
納
得
す
る
。
ま
た
長
崎

で
同
学
の
、
藩
の
家
老
の
出
の
奥
平
壱
岐
は
、

『
自
傳
』
で
は
ず
い
ぶ
ん
露
骨
に
悪
口
を
叩
か

れ
て
い
る
が
、
実
は
彼
が
諭
吉
に
援
助
を
約
束

し
て
長
崎
に
来
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
も

推
測
さ
れ
て
い
て
、
事
の
意
外
に
私
な
ど
は
あ

ら
た
め
て
驚
く
。

だ
が
、
そ
れ
で
も
、
小
泉
信
三
氏
な
ら
「
好

ん
で
伝
法
な
捲
舌
風
の
俗
語
を
取
り
入
れ
」
た

と
も
評
し
た
よ
う
な
、
福
澤
の
こ
の
種
の
独
特

の
語
法
・
文
体
に
つ
い
て
も
、
も
っ
と
河
北
氏

流
の
読
解
を
ほ
ど
こ
し
て
欲
し
か
っ
た
、
と
思

わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
だ
が
こ
れ
は
畢
意
私

の
よ
う
な
文
学
系
か
ら
の
贅
沢
な
願
い
に
す
ぎ

な
い
だ
ろ
う
。
河
北
・
佐
志
両
氏
の
こ
の
テ
キ

ス
ト
校
訂
と
註
釈
の
大
事
業
を
頼
り
に
、
さ
て

私
た
ち
も
こ
れ
か
ら
も
う
少
し
福
澤
読
解
に
精

を
出
す
こ
と
と
し
よ
う
。


