
弾

琴

の

画

仙

そ

の

心

の

軌

跡

・

・

・

・

・

浦

上

玉

堂

の

生

涯

一

．

東

雲

篩

雪

昭

和

45

年

４

月

、

当

時

私

は

日

本

の

高

度

成

長

を

担

う

勤

続

10

年

目

の

中

堅

企

業

戦

士

と

し

て

兵

庫

県

高

砂

市

で

昼

夜

を

分

か

た

ず

懸

命

に

働

い

て

い

た

。

本

社

で

会

議

が

あ

っ

て

上

京

し

た

折

り

に

東

京

三

越

本

店

で

浦

上

玉

堂

名

作

展

が

開

催

さ

れ

て

い

る

こ

と

を

知

り

休

日

に

会

場

へ

足

を

運

ん

だ

。玉

堂

の

代

表

作

の

一

つ

と

し

て

古

く

か

ら

紹

介

さ

れ

て

お

り

、

一

度

や

二

度

は

美

術

全

集

な

ど

で

そ

の

写

真

判

を

見

た

こ

と

の

あ

る

「

東

雲

篩

雪

」

の

前

へ

立

っ

た

時

、

暫

く

そ

の

場

か

ら

動

く

こ

と

が

出

来

な

か

っ

た

。

「

な

ん

と

暗

鬱

で

閉

塞

感

の

漂

う

や

り

き

れ

な

い

気

分

の

絵

で

あ

ろ

う

か

。

だ

が

何

故

か

と

て

も

魅

き

つ

け

ら

れ

る

」

と

い

う

の

が

そ

の

時

強

烈

に

受

け

た

印

象

で

あ

っ

た

。

写

真

判

で

み

た

と

き

も

暗

い

感

じ

の

す

る

雪

景

色

だ

な

と

思

っ

て

見

て

は

い

た

が

、

心

に

し

み

と

お

る

と

い

う

程

の

感

じ

で

は

な

か

っ

た

。

と

こ

ろ

が

ど

う

だ

。

今

実

物

を

見

て

い

る

と

小

さ

く

描

か

れ

た

粗

末

な

茅

屋

の

中

の

読

書

す

る

高

士

が

「

ど

う

だ

い

、

雲

も

凍

っ

た

よ

う

に

動

か

な

く

な

っ

て

き

た

よ

。

重

く

垂

れ

込

め

た

空

か

ら

粉

雪

が

音

も

な

く

降

り

し

き

っ

て

い

て

、

や

が

て

木

々

も

渓

谷

も

埋

め

つ

く

し

て

い

く

だ

ろ

う

。

そ

ん

な

閉

ざ

さ

れ

た

寂

莫

の

山

中

で

、

孤

り

自

然

と

同

化

し

且

つ

対

峙

し

て

い

る

私

の

心

境

が

理

解

で

き

る

か

い

」

と

呼

び

か

け

て

い

る

よ

う

に

見

え

た

の

で

あ

る

。

目

録

の

年

譜

を

見

て

み

る

と

備

中

鴨

方

藩

を

50

才

の

時

脱

藩

し

、

春

琴

、

秋

琴

と

い

う

二

人

の

息

子

を

連

れ

て

諸

国

を

放

浪

。

こ

の

絵

が

描

か

れ

た

の

は

60

才

後

半

頃

と

考

え

ら

れ

る

と

あ

っ

た

。

士

－１－

農

工

商

の

身

分

制

度

が

確

立

さ

れ

て

あ

ら

ゆ

る

自

由

が

束

縛

さ

れ

て

い

た

江

戸

時

代

の

封

建

社

会

に

あ

っ

て

士

分

を

捨

て

て

、

敢

え

て

琴

と

絵

の

世

界

へ

飛

び

出

し

て

い

っ

た

心

境

は

ど

ん

な

も

の

だ

っ

た

の

だ

ろ

う

と

そ

の

厳

し

い

決

断

に

思

い

を

致

す

と

、

こ

の

絵

に

仮

託

さ

れ

て

滲

み

で

て

い

る

玉

堂

の

、

雪

路

を

行

き

悩

む

煩

悶

と

憂

愁

が

理

解

で

き

そ

う

だ

と

思

っ

た

も

の

で

あ

る

。

更

に

こ

の

絵

に

纏

わ

る

次

の

よ

う

な

エ

ピ

ー

ソ

ー

ド

が

あ

る

の

を

知

っ

た

。

こ

の

絵

は

も

と

は

近

江

長

浜

の

柴

田

家

が

所

蔵

し

て

い

た

の

で

あ

る

が

、

第

二

次

世

界

大

戦

終

了

後

の

混

乱

期

に

財

産

税

で

難

儀

を

し

た

同

家

が

手

放

し

た

ら

し

い

。

そ

う

と

は

知

ら

な

い

作

家

の

川

端

康

成

は

こ

の

絵

に

魅

せ

ら

れ

て

い

た

の

で

是

非

譲

っ

て

貰

お

う

と

本

能

寺

に

あ

る

玉

堂

の

墓

へ

詣

で

た

後

に

柴

田

家

を

訪

問

し

た

。

し

か

し

、

時

既

に

遅

く

柴

田

家

で

は

手

放

し

た

後

だ

っ

た

の

で

手

に

い

れ

る

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た

。

そ

の

後

、

こ

の

絵

は

当

時

買

い

手

が

つ

か

な

い

ま

ま

に

、

愛

好

家

や

画

商

の

間

を

転

々

と

し

た

ら

し

い

。

買

い

手

が

つ

か

な

か

っ

た

の

は

「

こ

の

絵

を

か

け

て

い

る

と

気

が

滅

入

る

」

と

い

う

の

が

そ

の

理

由

の

よ

う

で

あ

っ

た

。

と

こ

ろ

が

暫

く

し

て

、

た

ま

た

ま

広

島

の

原

爆

の

被

災

地

の

視

察

に

赴

い

た

川

端

康

成

が

帰

り

に

京

都

に

立

ち

寄

っ

た

と

こ

ろ

、

さ

る

画

商

が

こ

の

絵

を

持

っ

て

い

る

こ

と

を

知

っ

た

。

早

速

見

せ

て

貰

っ

て

ま

す

ま

す

気

に

い

り

値

段

に

か

ま

わ

ず

所

望

し

た

。

大

金

の

持

ち

合

わ

せ

が

な

か

っ

た

の

で

大

阪

へ

行

き

、

朝

日

新

聞

社

に

借

金

を

申

し

込

ん

だ

。

翌

日

金

を

届

け

て

貰

っ

て

予

て

念

願

の

こ

の

絵

を

自

分

の

物

に

す

る

こ

と

が

で

き

た

と

い

う

因

縁

が

あ

る

の

で

あ

る

。

価

値

観

が

変

わ

っ

て

し

ま

い

執

筆

す

る

意

欲

も

失

せ

て

閉

塞

感

に

苛

ま

れ

て

い

た

川

端

康

成

の

当

時

の

心

境

に

フ

ィ

ッ

ト

す

る

も

の

を

こ

の

絵

は

持

っ

て

い

た

の

で

あ

ろ

う

か

。

今

、

私

は

企

業

戦

士

と

し

て

の

戦

い

を

終

え

、

時

間

に

も

仕

事

に

も

拘

束

さ

れ

な

い

自

由

の

身

に

な

っ

て

、

旅

を

し

た

り

読

書

し

た

り

と

気

儘

に

過

ご

し

て

い

る

の

だ

が

、

あ

る

日

、

図

書

館

で

美

術

全

集

を

繙

い

て

い

て

「

東

雲

篩

雪

」

に

再

会

し

た

の

で

あ

る

。

繙

い

た

美

術

全

集

に

は

佐

々

木

丞

平

－２－



氏

の

次

の

よ

う

な

解

説

が

載

っ

て

い

た

。

「

渇

筆

で

樹

の

幹

の

輪

郭

線

が

描

か

れ

る

。

幹

か

ら

幾

つ

に

も

分

か

れ

出

た

小

さ

な

枝

は

縮

れ

た

よ

う

に

短

く

冬

枯

れ

の

風

雪

の

厳

し

さ

を

思

わ

せ

る

。

樹

木

の

陰

に

更

に

一

層

淡

く

梢

や

枝

が

見

え

隠

れ

す

る

。

い

か

に

も

繊

細

な

筆

の

運

び

を

見

せ

て

い

る

。

こ

の

か

す

か

な

筆

の

運

び

が

、

雪

と

寒

さ

の

か

も

し

だ

す

透

明

で

か

つ

震

え

る

よ

う

な

大

気

の

厳

し

さ

を

見

事

に

描

き

だ

し

て

い

る

。

ま

た

、

藍

を

含

ん

だ

墨

色

が

山

の

背

後

の

暗

澹

た

る

空

間

を

表

現

し

、

そ

の

冷

気

が

山

膚

に

ま

で

し

み

通

る

よ

う

で

も

あ

る

。

山

の

中

腹

で

は

不

安

定

に

立

ち

上

が

っ

た

塔

や

お

し

ひ

し

が

れ

そ

う

な

茅

屋

が

見

る

者

に

一

層

心

の

緊

張

を

強

い

る

。

ま

た

そ

の

周

辺

に

色

鮮

や

か

な

朱

が

散

り

ば

め

ら

れ

、

冷

徹

な

大

気

を

更

に

ひ

き

し

め

て

い

る

。

近

景

の

岩

間

に

架

か

る

板

橋

上

に

は

傘

を

さ

し

た

一

人

物

が

今

ま

さ

に

岩

蔭

に

隠

れ

よ

う

と

し

、

岩

山

の

後

方

の

茅

屋

内

で

は

高

士

の

読

書

す

る

姿

が

円

窓

を

通

し

て

見

え

る

。

こ

の

冬

枯

れ

の

凍

て

つ

く

よ

う

な

自

然

は

玉

堂

自

身

の

心

象

風

景

で

も

あ

っ

た

ろ

う

し

、

散

ら

つ

く

雪

の

中

で

橋

を

渡

り

終

え

よ

う

と

す

る

人

間

、

窓

が

開

け

放

た

れ

、

冷

気

を

全

身

に

受

け

て

読

書

す

る

人

間

に

、

自

ら

の

姿

を

投

影

さ

せ

て

い

た

の

か

も

知

れ

な

い

。

五

十

才

に

し

て

脱

藩

し

、

放

浪

の

中

に

身

を

置

く

玉

堂

が

旅

の

中

で

得

た

自

然

に

対

す

る

痛

い

ほ

ど

の

共

感

を

表

現

し

た

絵

と

い

え

よ

う

。

70

才

に

近

い

、

最

も

充

実

し

た

頃

の

制

作

に

な

る

玉

堂

画

の

代

表

作

で

あ

る

」

東

雲

篩

雪

の

実

物

を

見

た

あ

の

日

か

ら

30

年

弱

の

年

月

が

流

れ

、

私

の

人

生

に

も

喜

怒

哀

楽

の

種

々

相

が

あ

っ

た

。

こ

の

間

の

経

験

の

功

に

よ

り

、

玉

堂

の

心

境

が

も

っ

と

深

く

理

解

で

き

る

よ

う

に

な

っ

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

思

う

よ

う

に

な

っ

た

。

ま

た

こ

こ

10

年

続

い

た

平

成

不

況

は

八

方

塞

が

り

の

重

苦

し

く

鬱

陶

し

い

気

分

を

社

会

の

隅

々

に

充

満

さ

せ

た

。

こ

の

よ

う

な

閉

塞

感

の

あ

る

環

境

に

呻

吟

し

て

い

る

今

だ

か

ら

こ

そ

玉

堂

が

こ

の

絵

に

託

し

た

気

分

を

理

解

で

き

る

の

で

は

な

い

か

と

思

っ

た

。

そ

ん

な

わ

け

で

こ

れ

か

ら

琴

弾

の

画

仙

、

浦

上

玉

堂

が

こ

の

絵

を

書

く

に

い

た

っ

た

心

の

う

ち

を

追

っ

て

み

よ

う

と

思

う

。

－３－

二

．

池

田

家

と

の

関

係

「

市

三

郎

、

儂

は

も

う

長

く

は

生

き

ら

れ

な

い

と

思

う

の

で

こ

れ

か

ら

話

す

こ

と

は

父

の

遺

言

だ

と

思

っ

て

よ

く

聞

く

が

よ

い

」

と

父

の

浦

上

兵

右

衛

門

宗

純

が

吸

呑

み

の

薬

草

湯

を

飲

ん

だ

後

、

仰

臥

の

ま

ま

窶

れ

は

て

た

細

い

両

手

を

胸

の

上

で

組

み

な

が

ら

言

っ

た

。

宗

純

は

胃

癌

を

患

っ

て

三

月

ほ

ど

前

か

ら

病

床

に

あ

っ

た

。

宝

暦

元

年

（

17

57

）

一

月

、

後

の

名

は

浦

上

玉

堂

で

幼

名

を

市

三

郎

と

い

い

、

歳

は

七

才

、

父

宗

純

は

六

十

才

で

、

雪

の

降

る

寒

い

日

の

こ

と

で

あ

っ

た

。

「

何

を

仰

い

ま

す

か

。

精

の

つ

く

物

を

た

ん

と

召

し

上

が

っ

て

養

生

を

続

け

ら

れ

れ

ば

き

っ

と

快

復

な

さ

い

ま

す

よ

」

と

病

人

の

枕

元

に

正

座

し

て

い

た

市

三

郎

は

慰

め

言

を

口

に

し

た

が

、

心

の

中

で

は

父

の

死

期

が

旬

日

に

迫

っ

た

か

と

愕

然

と

し

、

父

の

話

を

一

言

も

聞

き

漏

ら

す

ま

い

と

畏

ま

っ

て

い

た

。

「

い

や

い

や

、

儂

に

は

お

迎

え

が

近

く

ま

で

来

て

い

る

こ

と

が

よ

く

判

る

。

盛

者

必

衰

、

会

者

定

離

は

こ

の

世

の

定

め

な

の

だ

。

決

し

て

悲

し

い

と

も

無

念

だ

と

も

思

っ

て

い

な

い

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

と

こ

ろ

で

お

茂

」

と

傍

ら

に

座

っ

て

い

る

妻

お

茂

の

方

へ

視

線

を

移

し

な

が

ら

言

っ

た

。

「

は

い

。

病

は

気

か

ら

と

申

し

ま

す

。

気

を

強

く

お

持

ち

な

さ

い

ま

せ

」

と

夫

の

容

態

を

気

遣

い

な

が

ら

お

茂

は

言

っ

た

。

こ

の

と

き

お

茂

は

47

才

で

あ

っ

た

か

ら

市

三

郎

は

両

親

が

年

と

っ

て

か

ら

の

所

謂

恥

か

き

っ

子

で

あ

っ

た

。

「

市

三

郎

は

親

の

欲

目

か

ら

見

て

も

利

発

な

子

だ

と

思

う

。

し

か

し

ま

だ

7

才

で

な

に

し

ろ

幼

い

。

儂

が

死

ん

だ

ら

お

茂

に

は

苦

労

を

か

け

る

こ

と

に

な

る

か

と

思

う

が

こ

の

子

を

よ

ろ

し

く

頼

む

。

さ

て

、

お

前

達

に

話

し

て

お

き

た

い

こ

と

が

三

つ

あ

る

。

最

初

に

藩

主

政

言

様

に

対

す

る

御

奉

公

の

こ

と

じ

ゃ

。

次

に

浦

上

家

の

先

祖

の

こ

と

じ

ゃ

。

最

後

に

こ

れ

か

ら

の

お

前

達

の

行

く

末

に

つ

い

て

じ

ゃ

」

－４－



と

言

っ

て

静

か

に

目

を

閉

じ

る

と

諭

す

口

調

で

語

り

始

め

た

。

「

前

の

藩

主

池

田

政

倚

（

ま

さ

よ

り

）

様

は

私

の

甥

に

あ

た

る

の

で

、

と

て

も

可

愛

が

っ

て

頂

い

て

非

常

に

大

き

な

御

恩

を

受

け

た

。

御

恩

返

し

を

し

な

け

れ

ば

と

影

日

向

な

く

忠

勤

に

励

ん

だ

つ

も

り

だ

が

、

浅

学

非

才

の

た

め

殿

様

の

御

期

待

に

応

え

る

だ

け

の

充

分

な

御

恩

返

し

が

で

き

な

い

ま

ま

に

殿

は

四

年

前

の

元

文

三

年

（

17

47

）

に

亡

く

な

ら

れ

た

。

殿

は

晩

年

に

嫡

子

の

政

香

様

が

御

幼

少

だ

っ

た

の

で

池

田

由

道

様

の

次

男

政

方

（

ま

さ

み

ち

）

様

を

養

子

と

し

て

迎

え

ら

れ

、

政

香

様

の

後

見

を

託

さ

れ

た

。

殿

御

逝

去

と

共

に

政

方

様

へ

の

家

督

相

続

が

幕

府

に

認

可

さ

れ

た

。

そ

し

て

現

藩

主

政

方

様

は

政

務

の

傍

ら

政

香

様

の

後

見

を

し

て

お

ら

れ

る

が

、

お

気

の

毒

な

こ

と

に

病

弱

で

あ

ら

せ

ら

れ

る

。

恐

れ

多

い

こ

と

で

は

あ

る

が

万

一

の

こ

と

が

あ

れ

ば

政

香

様

が

家

督

を

譲

ら

れ

る

こ

と

に

な

ろ

う

。

政

香

様

は

お

前

よ

り

は

一

才

年

上

で

、

英

邁

な

方

だ

か

ら

優

れ

た

藩

主

に

な

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

ゆ

く

ゆ

く

は

お

前

は

こ

の

お

方

に

忠

勤

を

励

ん

で

藩

の

発

展

を

図

ら

ね

ば

な

ら

ぬ

」

「

父

上

が

前

の

藩

主

池

田

政

倚

様

の

叔

父

に

あ

た

ら

れ

る

と

は

存

じ

ま

せ

ん

で

し

た

」

「

前

の

藩

主

池

田

政

倚

様

の

実

母

で

あ

ら

せ

ら

れ

る

於

常

の

方

は

儂

の

父

宗

明

の

姉

、

つ

ま

り

儂

の

伯

母

に

あ

た

る

方

な

の

じ

ゃ

。

そ

な

た

か

ら

は

大

伯

母

に

あ

た

ら

れ

る

」

「

そ

う

で

し

た

か

。

ち

っ

と

も

知

り

ま

せ

ん

で

し

た

」

「

私

も

こ

の

こ

と

は

ま

だ

市

三

郎

に

は

話

し

て

お

り

ま

せ

ぬ

」

と

お

茂

は

弁

解

す

る

よ

う

に

言

っ

た

。

「

さ

れ

ば

こ

そ

、

儂

の

命

あ

る

う

ち

に

二

人

の

前

で

言

い

残

し

て

お

か

ね

ば

な

ら

ぬ

」

と

言

い

な

が

ら

胃

の

腑

が

痛

む

の

か

顔

を

顰

め

た

。

「

儂

の

父

浦

上

宗

明

と

そ

の

姉

の

常

女

の

二

人

の

姉

弟

が

筑

前

黒

田

藩

の

庇

護

を

離

れ

て

江

戸

へ

上

が

っ

て

き

た

と

き

、

鴨

方

支

藩

の

始

祖

池

田

政

言

様

は

池

田

光

政

様

の

嫡

出

の

次

男

で

ま

だ

部

屋

住

み

の

身

で

あ

っ

た

が

父

君

が

参

勤

交

代

で

上

府

さ

れ

た

と

き

お

供

さ

れ

て

江

戸

屋

敷

で

武

芸

に

励

ま

れ

て

い

た

の

じ

ゃ

。

世

話

す

る

方

が

あ

っ

て

姉

の

常

女

は

江

戸

池

田

屋

敷

の

奥

女

中

と

し

て

奉

公

に

－５－

あ

が

っ

た

の

だ

が

、

生

来

賢

く

美

貌

で

性

格

の

良

か

っ

た

常

女

は

政

言

様

に

見

染

め

ら

れ

て

側

室

に

な

ら

れ

た

と

い

う

次

第

じ

ゃ

」

「

そ

の

縁

で

お

祖

父

様

の

宗

明

様

も

池

田

家

へ

ご

奉

公

す

る

こ

と

に

な

っ

た

の

で

す

ね

」

「

結

果

と

し

て

は

そ

う

な

っ

た

が

、

そ

れ

に

は

時

間

が

か

か

っ

た

」

「

何

故

で

す

か

」

「

藩

祖

の

光

政

様

が

英

明

な

藩

主

で

勤

倹

奨

学

を

旨

と

し

新

規

の

召

し

抱

え

は

厳

禁

さ

れ

た

か

ら

じ

ゃ

。

そ

れ

に

は

慶

安

四

年

（

一

六

五

一

）

の

由

井

正

雪

の

乱

も

納

ま

っ

て

天

下

は

安

泰

に

な

り

幕

府

の

威

光

が

全

国

津

々

浦

々

ま

で

行

き

届

く

よ

う

に

な

っ

た

と

い

う

こ

と

も

あ

る

」

「

尚

武

よ

り

奨

学

と

い

う

こ

と

で

す

ね

」

「

そ

の

通

り

じ

ゃ

。

兵

乱

に

備

え

て

浪

人

を

召

し

抱

え

る

よ

り

は

陽

明

学

を

奨

励

し

知

行

合

一

の

実

を

挙

げ

て

い

く

こ

と

の

ほ

う

が

大

切

だ

と

考

え

ら

れ

た

の

じ

ゃ

。

更

に

光

政

様

が

寛

文

七

年

（

16

6

7

）

に

日

蓮

宗

不

受

不

施

派

を

厳

禁

さ

れ

た

こ

と

も

お

召

し

抱

え

が

遅

れ

た

理

由

の

一

つ

じ

ゃ

」

「

そ

れ

は

ま

た

何

故

で

す

か

」

「

浦

上

家

で

は

不

受

不

施

派

で

は

な

い

に

し

ろ

、

先

祖

代

々

日

蓮

宗

で

あ

っ

た

か

ら

、

姻

戚

関

係

が

あ

る

と

は

い

え

お

祖

父

様

の

宗

明

を

例

外

的

に

扱

う

わ

け

に

は

い

か

な

か

っ

た

の

じ

ゃ

」

「

不

受

不

施

派

と

は

何

で

す

か

」

「

不

受

と

は

法

華

宗

の

寺

や

僧

が

他

宗

か

ら

の

布

施

供

養

を

受

け

な

い

と

い

う

こ

と

で

あ

り

、

不

施

と

は

信

者

が

他

宗

の

寺

や

僧

に

布

施

供

養

を

捧

げ

な

い

と

い

う

こ

と

な

の

だ

。

こ

の

こ

と

を

絶

対

守

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

教

え

と

し

て

い

る

日

蓮

宗

の

一

つ

の

宗

派

の

こ

と

な

の

じ

ゃ

。

こ

の

教

え

を

つ

き

つ

め

て

い

く

と

天

下

人

と

い

え

ど

も

法

華

宗

を

信

仰

す

る

信

者

の

気

持

ち

を

曲

げ

る

こ

と

は

で

き

な

い

と

い

う

こ

と

に

な

り

、

そ

こ

の

と

こ

ろ

が

藩

政

に

と

っ

て

は

具

合

が

わ

る

い

の

じ

ゃ

」

「

な

る

ほ

ど

。

そ

の

こ

と

は

判

り

ま

し

た

。

で

は

何

時

か

ら

浦

上

家

は

召

し

抱

え

ら

れ

た

の

で

す

か

」

－６－



「

新

藩

の

鴨

方

藩

が

出

来

て

寛

文

12

年

（

16

72

）

に

政

言

様

が

初

代

藩

主

に

分

封

さ

れ

た

と

き

か

ら

じ

ゃ

」

「

お

祖

父

様

は

改

宗

さ

れ

た

の

で

す

か

」

「

い

や

、

そ

う

で

は

な

い

。

光

政

様

が

隠

居

な

さ

っ

て

家

督

を

綱

政

様

に

譲

ら

れ

る

と

同

時

に

次

男

の

政

言

様

と

三

男

の

輝

録

様

に

備

中

墾

田

を

そ

れ

ぞ

れ

二

万

五

千

石

、

一

万

五

千

石

ず

つ

を

分

与

さ

れ

鴨

方

支

藩

、

生

坂

支

藩

を

創

設

さ

れ

て

表

向

き

の

治

世

に

は

口

出

し

を

し

な

く

な

ら

れ

た

か

ら

じ

ゃ

」

「

つ

ま

り

政

言

様

が

新

藩

主

と

し

て

新

し

く

お

祖

父

様

の

浦

上

宗

明

を

召

し

抱

え

る

こ

と

に

つ

い

て

は

、

隠

居

だ

か

ら

支

藩

の

こ

と

に

ま

で

は

口

出

し

さ

れ

な

か

っ

た

の

で

改

宗

し

な

く

て

済

ん

だ

」

「

そ

う

い

う

こ

と

だ

」

「

そ

れ

ま

で

お

祖

父

様

の

暮

ら

し

向

き

は

ど

う

だ

っ

た

の

で

す

か

。

難

儀

を

さ

れ

た

こ

と

で

し

ょ

う

」

「

浪

人

の

生

活

は

決

し

て

楽

な

も

の

で

は

な

か

っ

た

と

思

う

よ

。

町

人

の

子

供

達

を

集

め

て

手

習

い

を

教

え

た

り

傘

張

り

の

内

職

を

し

た

り

道

場

へ

通

っ

て

師

範

代

と

し

て

稽

古

を

つ

け

た

り

し

て

暮

ら

し

て

お

ら

れ

た

と

聞

い

て

お

る

。

い

ず

れ

に

し

て

も

浦

上

家

は

池

田

家

鴨

方

支

藩

に

仕

官

で

き

る

よ

う

に

な

っ

た

の

だ

か

ら

忠

勤

に

励

ん

で

御

恩

返

し

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

お

前

は

若

い

の

だ

か

ら

政

香

様

に

御

奉

公

す

る

こ

と

に

な

る

と

思

う

が

、

そ

の

時

に

備

え

て

勉

学

に

励

み

な

さ

れ

や

」

「

は

い

。

陽

明

学

を

究

め

た

い

と

考

え

て

お

り

ま

す

」

「

そ

れ

は

ち

ょ

っ

と

差

し

障

り

が

あ

る

か

ら

よ

く

考

え

た

ほ

う

が

よ

か

ろ

う

」

「

何

故

で

す

か

」

「

そ

れ

は

幕

府

が

朱

子

学

を

重

視

し

、

藩

も

そ

れ

に

倣

っ

た

か

ら

じ

ゃ

」

「

さ

れ

ど

岡

山

藩

は

光

政

様

が

熊

沢

蕃

山

先

生

を

登

用

さ

れ

て

以

来

、

治

世

に

実

績

を

あ

げ

ら

れ

陽

－７－

明

学

の

本

拠

地

と

し

て

学

者

の

往

来

も

多

く

、

藩

学

と

し

て

も

大

い

に

栄

え

た

で

は

あ

り

ま

せ

ぬ

か

」

「

確

か

に

熊

沢

蕃

山

先

生

が

正

保

二

年

（

16

45

）

に

再

来

さ

れ

て

明

暦

三

年

（

16

57

）

に

致

仕

さ

れ

る

ま

で

に

上

げ

ら

れ

た

実

績

が

大

き

か

っ

た

の

は

事

実

だ

。

し

か

し

そ

れ

も

光

政

様

の

後

楯

が

あ

っ

た

れ

ば

こ

そ

な

の

じ

ゃ

。

と

こ

ろ

が

明

暦

三

年

以

降

、

光

政

様

は

方

針

を

変

え

ら

れ

て

次

第

に

陽

明

学

か

ら

朱

子

学

に

傾

斜

し

て

い

か

れ

た

。

市

浦

清

七

郎

、

三

宅

可

三

、

林

文

内

、

小

原

善

助

、

中

村

七

左

衛

門

、

窪

田

道

和

先

生

等

を

次

々

と

招

か

れ

て

藩

校

の

教

授

陣

は

全

て

朱

子

学

者

に

入

れ

代

わ

っ

て

し

ま

っ

た

。

今

で

は

藩

学

は

完

全

に

朱

子

学

に

な

っ

て

し

ま

っ

た

。

特

に

、

朱

子

学

者

の

林

信

篤

が

元

禄

四

年

（

16

91

）

に

幕

府

の

大

学

の

頭

に

任

ぜ

ら

れ

て

以

来

、

陽

明

学

は

藩

と

し

も

幕

府

に

対

す

る

手

前

憚

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

て

い

る

。

密

か

に

蕃

山

先

生

の

徳

を

慕

っ

て

陽

明

学

を

学

ん

で

い

る

者

は

藩

内

に

も

ま

だ

沢

山

残

っ

て

い

る

。

し

か

し

こ

こ

が

肝

要

な

と

こ

ろ

だ

。

幕

府

や

藩

の

御

政

道

に

逆

ら

う

よ

う

な

こ

と

を

す

る

の

は

謀

叛

と

見

做

さ

れ

お

前

の

た

め

に

も

先

々

良

い

こ

と

は

な

い

。

時

流

を

的

確

に

読

み

取

り

そ

れ

に

順

応

し

て

い

く

こ

と

は

処

世

上

最

も

大

切

な

こ

と

じ

ゃ

。

こ

こ

の

と

こ

ろ

は

よ

く

思

案

す

る

が

よ

い

」

「

は

い

。

よ

く

判

り

ま

し

た

、

よ

く

思

案

し

て

み

た

い

と

思

い

ま

す

」

「

今

日

は

疲

れ

た

の

で

こ

れ

で

終

わ

り

に

し

よ

う

。

明

日

は

浦

上

家

の

祖

先

の

こ

と

に

つ

い

て

話

さ

ね

ば

な

ら

ぬ

」

と

言

う

と

鼾

を

か

い

て

眠

り

だ

し

た

。

三

．

家

系

「

儂

が

も

の

心

つ

い

た

八

才

の

時

に

父

宗

明

は

亡

く

な

っ

た

の

だ

け

れ

ど

、

丁

度

今

儂

が

お

前

に

話

し

て

い

る

よ

う

に

病

床

の

枕

頭

で

儂

は

父

か

ら

浦

上

家

の

系

図

を

渡

さ

れ

、

先

祖

の

こ

と

を

聞

か

さ

れ

た

の

じ

ゃ

」

翌

日

市

三

郎

が

母

と

と

も

に

宗

純

に

呼

ば

れ

て

枕

頭

へ

正

座

す

る

と

一

巻

き

の

系

図

を

手

渡

し

て

－８－



か

ら

父

の

宗

純

は

こ

う

切

り

出

し

た

。

「

遠

く

遡

上

れ

ば

浦

上

家

の

始

祖

は

竹

内

宿

弥

（

た

け

し

う

ち

の

す

く

ね

）

な

の

じ

ゃ

。

こ

の

方

は

第

八

代

天

皇

孝

元

天

皇

の

皇

子

、

比

古

布

都

押

之

信

命

（

ひ

こ

ふ

と

お

し

ま

こ

と

の

み

こ

と

）

と

山

下

影

比

売

（

や

ま

し

た

か

げ

ひ

め

）

の

間

に

生

ま

れ

た

御

子

で

長

寿

を

全

う

し

、

景

行

天

皇

か

ら

仁

徳

天

皇

ま

で

五

代

の

天

皇

に

忠

実

に

仕

え

ら

れ

た

そ

う

じ

ゃ

。

こ

の

方

の

末

裔

に

紀

貫

之

が

お

ら

れ

る

」

「

あ

の

三

十

六

歌

仙

の

歌

人

で

す

か

」

歌

の

心

得

の

あ

る

茂

が

興

味

ぶ

か

そ

う

に

口

を

出

し

た

。

「

そ

う

じ

ゃ

。

土

佐

日

記

の

著

者

と

し

て

も

有

名

な

御

仁

じ

ゃ

」

「

そ

れ

で

は

学

問

が

よ

く

で

き

る

よ

う

に

紀

貫

之

に

あ

や

か

っ

て

、

市

三

郎

に

も

紀

姓

を

名

乗

せ

て

も

い

い

の

で

し

ょ

う

か

」

「

差

し

障

り

は

な

か

ろ

う

。

む

し

ろ

紀

貫

之

も

前

途

有

為

の

末

裔

が

出

て

き

た

も

の

じ

ゃ

と

喜

ば

れ

る

こ

と

だ

ろ

う

」

「

こ

の

紀

貫

之

か

ら

二

十

二

代

の

裔

に

あ

た

る

七

郎

兵

衛

行

景

が

播

州

浦

上

庄

を

領

し

た

時

、

当

時

、

播

磨

、

美

作

、

備

前

三

国

の

守

護

で

あ

っ

た

赤

松

則

祐

に

仕

え

た

そ

う

だ

。

赤

松

則

祐

は

室

町

幕

府

で

も

侍

所

の

所

司

と

な

り

四

職

家

の

一

つ

と

し

て

重

き

を

な

し

た

名

門

の

武

家

な

の

じ

ゃ

」

「

そ

れ

で

は

、

そ

の

頃

浦

上

の

姓

が

う

ま

れ

た

の

で

す

ね

」

「

そ

の

と

お

り

じ

ゃ

。

行

景

以

降

代

々

浦

上

氏

を

称

し

て

室

町

時

代

末

の

戦

国

時

代

に

備

前

和

気

の

天

神

山

城

に

拠

っ

て

備

前

、

美

作

、

播

磨

三

国

に

武

威

を

奮

っ

た

浦

上

宗

景

と

い

う

優

れ

者

が

出

た

の

じ

ゃ

」

「

そ

の

後

は

ど

う

な

り

ま

し

た

」

「

と

こ

ろ

が

、

弱

肉

強

食

で

下

克

上

の

戦

国

時

代

の

中

で

、

家

臣

の

宇

喜

多

直

家

が

力

を

つ

け

て

き

－９－

て

、

浦

上

家

の

家

臣

の

中

で

筆

頭

の

地

位

を

し

め

る

よ

う

に

な

っ

た

の

じ

や

。

そ

の

う

ち

、

野

心

家

の

直

家

が

権

謀

術

策

を

弄

し

て

謀

叛

を

起

こ

し

、

天

正

五

年

（

一

五

七

七

）

に

は

天

神

山

城

を

攻

撃

し

て

き

た

の

じ

ゃ

。

と

こ

ろ

が

、

直

家

の

調

略

に

よ

っ

て

宗

景

の

重

臣

で

あ

っ

た

明

石

飛

騨

守

景

親

父

子

、

延

原

弾

正

忠

景

、

岡

本

五

郎

左

衛

門

龍

晴

ら

が

主

家

を

裏

切

り

直

家

方

に

つ

い

た

の

で

数

日

間

の

攻

防

の

末

あ

っ

け

な

く

落

城

し

て

し

ま

っ

た

の

じ

ゃ

。

宗

景

様

の

無

念

が

偲

ば

れ

よ

う

」

「

宗

景

様

は

そ

の

後

ど

う

さ

れ

た

の

で

す

か

」

「

一

旦

は

播

磨

へ

逃

れ

何

回

も

再

興

を

画

策

さ

れ

た

が

成

功

せ

ず

、

最

後

は

頼

っ

て

い

た

黒

田

官

兵

衛

の

転

封

に

従

っ

て

筑

前

へ

下

っ

て

八

十

才

の

天

寿

を

全

う

さ

れ

た

の

じ

ゃ

。

こ

の

宗

景

様

の

あ

と

浦

上

小

二

郎

、

浦

上

備

後

守

宗

資

と

続

き

、

浦

上

松

右

衛

門

宗

明

が

黒

田

氏

の

庇

護

を

離

れ

て

姉

の

常

女

と

共

に

江

戸

へ

上

り

昨

日

話

し

た

経

緯

を

経

て

池

田

藩

へ

仕

え

る

こ

と

に

な

っ

た

次

第

な

の

じ

ゃ

。

名

前

に

宗

が

つ

く

の

は

宗

景

様

の

武

勇

に

あ

や

か

り

た

い

と

い

う

意

味

が

あ

る

の

じ

ゃ

」

「

紀

之

貫

と

い

い

浦

上

宗

景

と

い

い

歴

史

に

残

る

先

祖

を

持

っ

て

い

る

こ

と

を

誇

り

に

思

い

ま

す

」

「

お

前

に

は

於

繁

、

於

千

代

と

い

う

二

人

の

姉

と

富

太

郎

と

い

う

兄

が

あ

っ

た

が

、

於

千

代

と

富

太

郎

は

生

ま

れ

て

間

も

な

く

死

ん

で

し

ま

っ

た

。

長

女

の

於

繁

は

お

前

も

知

っ

て

い

る

と

お

り

昨

年

、

二

十

二

才

の

若

さ

で

流

行

り

病

に

罹

っ

て

逝

っ

て

し

ま

っ

た

。

儂

が

死

ん

だ

ら

後

に

は

母

上

と

お

前

だ

け

に

な

っ

て

し

ま

う

。

こ

れ

も

運

命

だ

か

ら

致

し

方

な

か

ろ

う

。

そ

こ

で

母

上

の

教

え

を

よ

く

守

り

、

体

を

鍛

え

勉

学

に

励

み

、

主

君

に

忠

義

を

尽

く

さ

ね

ば

な

ら

ぬ

。

そ

し

て

名

門

の

浦

上

家

の

繁

栄

を

図

っ

て

名

を

残

し

て

貰

わ

ね

ば

な

ら

ぬ

」

「

お

言

葉

し

か

と

肝

に

命

じ

ま

す

」

「

お

茂

も

残

る

の

は

市

三

郎

だ

け

に

な

る

が

幸

い

こ

の

子

は

体

も

丈

夫

だ

し

利

発

な

子

の

よ

う

だ

か

ら

、

学

問

に

励

ま

せ

政

香

様

の

お

役

に

立

つ

人

物

に

育

て

て

欲

し

い

。

後

を

よ

ろ

し

く

頼

む

。

儂

ら

の

若

か

っ

た

頃

は

武

芸

第

一

じ

ゃ

っ

た

が

、

時

代

が

変

わ

り

こ

れ

か

ら

は

学

問

で

身

を

た

て

る

世

に

－１０－



な

る

と

思

う

か

ら

く

れ

ぐ

れ

も

そ

の

こ

と

だ

け

は

心

し

て

励

ん

で

貰

い

た

い

。

儂

が

お

前

達

に

最

後

に

言

い

た

か

っ

た

の

は

こ

の

こ

と

じ

ゃ

」

四

．

藩

主

政

香

と

水

魚

の

交

わ

り

浦

上

玉

堂

は

延

享

二

年

（

17

47

）

、

前

述

の

よ

う

に

父

浦

上

兵

右

衛

門

宗

純

が

54

才

で

母

茂

が

40

才

の

と

き

の

第

四

子

と

し

て

岡

山

市

石

関

町

天

神

山

の

鴨

方

藩

邸

で

生

ま

れ

た

。

父

は

鴨

方

藩

主

池

田

政

倚

に

仕

え

る

家

臣

で

あ

り

、

母

は

三

百

五

十

石

取

り

の

岡

山

藩

士

水

野

七

郎

左

衛

門

の

娘

茂

で

あ

っ

た

。

幼

名

市

三

郎

の

ち

磯

之

進

を

名

乗

っ

た

。

鴨

方

藩

は

独

自

の

支

配

統

治

機

構

は

持

た

ず

屋

敷

を

岡

山

に

置

い

て

お

り

、

備

前

鴨

方

に

は

領

地

だ

け

が

あ

っ

た

。

宝

暦

元

年

二

月

五

日

、

父

宗

純

は

60

才

で

岡

山

市

内

の

鴨

方

藩

邸

宅

で

静

か

に

黄

泉

の

国

へ

旅

立

っ

た

。

あ

と

に

は

市

三

郎

と

母

親

茂

の

二

人

だ

け

が

残

さ

れ

た

。

市

三

郎

は

七

才

で

あ

っ

た

。

家

族

と

し

て

は

母

子

二

人

だ

け

の

寂

し

い

野

辺

の

送

り

を

済

ま

せ

る

と

市

三

郎

は

家

督

相

続

を

藩

に

申

請

し

三

月

に

許

可

さ

れ

た

。

と

同

時

に

初

代

藩

主

池

田

政

言

の

側

室

お

常

の

方

が

市

三

郎

の

大

伯

母

に

あ

た

る

と

い

う

特

殊

な

姻

戚

関

係

が

配

慮

さ

れ

て

御

広

間

詰

め

を

仰

せ

つ

か

っ

た

。

市

三

郎

は

出

仕

す

る

と

公

務

が

執

り

行

わ

れ

る

表

御

用

部

屋

の

片

隅

に

控

え

て

、

な

に

か

れ

と

な

く

雑

務

を

言

い

つ

け

ら

れ

て

は

走

り

廻

っ

て

い

た

。

名

前

を

呼

ば

れ

た

と

き

に

は

大

き

な

声

で

返

事

を

し

、

目

を

輝

か

せ

て

命

令

を

受

け

復

唱

し

て

か

ら

、

き

び

き

び

し

た

物

腰

で

走

り

去

る

小

さ

な

後

ろ

姿

に

は

気

品

さ

え

感

じ

ら

れ

た

。

言

い

つ

け

ら

れ

た

こ

と

は

直

ち

に

実

行

し

、

例

え

小

さ

な

こ

と

で

あ

っ

て

も

そ

の

結

果

を

必

ず

快

活

な

口

調

で

報

告

す

る

態

度

は

礼

儀

に

か

な

っ

て

お

り

、

並

み

い

る

大

人

達

を

し

ば

し

ば

感

心

さ

せ

て

い

た

。

そ

の

立

ち

居

振

る

舞

い

に

は

賢

い

母

親

の

躾

け

が

偲

ば

れ

た

。

初

学

者

用

に

編

纂

さ

れ

た

小

学

と

い

う

礼

儀

、

修

身

の

書

を

九

才

の

と

き

に

初

め

て

読

ん

だ

－１１－

と

後

日

述

べ

て

い

る

よ

う

に

母

の

教

え

を

自

ら

も

学

問

的

に

深

め

て

い

こ

う

と

い

う

向

学

心

が

旺

盛

な

少

年

で

あ

っ

た

。

先

ず

、

学

問

に

つ

い

て

み

る

と

、

10

才

の

と

き

藩

校

へ

の

入

学

が

許

さ

れ

学

問

に

励

ん

だ

。

言

わ

ば

働

き

な

が

ら

の

就

学

で

あ

っ

た

が

、

真

面

目

に

学

業

に

も

勤

務

に

も

励

ん

だ

優

等

生

で

あ

っ

た

こ

と

が

「

備

陽

国

学

記

録

」

の

記

述

に

よ

っ

て

も

窺

い

知

る

こ

と

が

で

き

る

。

即

ち

、

14

才

の

と

き

に

は

平

生

行

儀

の

よ

い

学

生

だ

け

が

出

席

で

き

る

夕

食

会

に

選

抜

さ

れ

て

い

る

し

、

15

才

の

と

き

に

は

詩

を

学

ん

で

い

る

。

そ

し

て

16

才

の

と

き

に

は

既

に

大

生

と

な

っ

て

い

る

。

23

才

で

は

平

生

怠

り

な

く

授

業

に

出

て

聴

講

し

勉

学

に

精

勤

し

た

者

と

し

て

表

彰

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

次

に

、

勤

務

に

つ

い

て

み

る

と

、

宝

暦

七

年

（

17

57

）

僅

か

13

才

の

年

少

で

あ

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

三

番

町

に

あ

る

吉

田

権

太

夫

跡

の

家

屋

敷

を

拝

領

で

き

る

ほ

ど

の

働

き

振

り

を

示

し

て

い

る

。

宝

暦

十

年

（

17

60

）

16

才

の

と

き

に

は

、

藩

主

政

方

逝

去

の

跡

を

三

月

十

日

政

香

が

襲

封

し

た

の

で

あ

る

が

、

そ

の

年

七

月

九

日

磯

之

進

（

こ

の

頃

に

は

市

三

郎

か

ら

磯

之

進

に

名

乗

り

を

変

え

て

い

た

と

思

わ

れ

る

）

は

新

藩

主

に

初

の

お

目

見

え

を

し

た

。

同

年

九

月

二

日

に

は

前

髪

を

切

っ

て

元

服

し

翌

三

日

か

ら

御

広

間

御

番

と

し

て

出

仕

し

た

。

そ

し

て

九

月

二

十

一

日

に

は

御

側

詰

め

を

仰

せ

つ

か

っ

て

藩

主

政

香

に

近

侍

す

る

こ

と

に

な

っ

た

。

こ

の

と

き

磯

之

進

16

才

で

あ

り

、

政

香

は

17

才

で

主

従

共

に

純

情

多

感

な

青

年

で

あ

っ

た

。

年

齢

が

一

才

し

か

違

わ

な

い

と

い

う

親

近

感

も

あ

っ

た

で

あ

ろ

う

し

、

真

面

目

に

人

生

に

立

ち

向

か

っ

て

い

こ

う

と

い

う

意

気

込

み

が

お

互

い

の

琴

線

を

刺

激

し

あ

っ

た

の

か

二

人

の

間

に

は

水

魚

の

交

わ

り

の

如

き

関

係

が

発

生

し

た

。
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