
箱島秀昭家文書 掛軸 安政３年 仲春 翠山 

   

境
の
俳
人 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

は

こ

じ

ま

あ

す

い 

 
 

箱
島
阿
誰 

 

                    

                    

与
謝

よ

さ

蕪
村

む

そ

ん

と
共
に
学
ん
だ
箱
島
阿
誰 

 

与
謝
蕪
村
は
松
尾
芭
蕉
、
小
林
一
茶
と
共
に
江
戸

時
代
を
代
表
す
る
俳
人
の
一
人
で
す
。 

今
号
で
取
り
上
げ
る
「
箱
島
阿
誰
」
は
、
こ
の
「
与

謝
蕪
村
」
と
共
に
俳
諧

は
い
か
い

※

を
学
ん
だ
、
言
わ
ば
蕪
村

の
同
級
生
で
す
。 

ど
う
い
う
こ
と
か
と
申
し
ま
す
と
、
阿
誰
と
蕪
村

は
、
元
文
二
（
一
七
三
七
）
年
か
ら
元
文
三
（
一
七

三
八
）
年
の
ほ
ぼ
同
時
期
に
宋
阿

そ

う

あ

（
早
野
巴
人

は

じ

ん

）
と

い
う
俳
諧
師
（
俳
諧
を
職
業
と
す
る
人
）
が
号
し
た
、

江
戸
日
本
橋
の
「
夜や

半は
ん

亭て
い

」
に
弟
子
入
り
し
た
か
ら

な
の
で
す
。 

阿
誰
二
八
歳
、
蕪
村
二
二
歳
の
と
き
で
し
た
。 

※
江
戸
時
代
に
は
「
俳
句
」
と
い
う
言
葉
は
な
く
（
「
俳
句
」
は

明
治
に
な
っ
て
生
ま
れ
た
言
葉
で
す
。）
連
句

れ

ん

く

（
後
述
）
を
ふ

く
め
「
俳
諧

は
い
か
い

」
と
言
い
ま
し
た
。 
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箱
島
阿
誰
に
つ
い
て 

 
箱
島
阿
誰
に
つ
い
て
最
初
に
研
究
さ
れ
た
の
は
、

林
貞
夫
先
生
で
す
。
林
先
生
は
地
元
県
立
境
高
校
で

教
鞭
を
取
り
な
が
ら
、
一
九
六
八
年
一
月
に
『
俳
人  

箱
島
阿
誰
』
１

を
、
そ
の
後
一
五
年
の
歳
月
を
か
け

て
一
九
八
三
年
一
二
月
に
『
俳
人
箱
島
阿
誰
と
そ
の 

周
辺
』
２

を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
現
在
も
林
先
生
の

こ
れ
ら
の
著
書
は
、
北
関
東
の
俳
諧
の
研
究
に
欠
く

こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
す
。 

こ
こ
で
箱
島
阿
誰
と
言
う
人
物
に
つ
い
て
お
話

し
ま
す
。
本
名
を
「
箱は

こ

島じ
ま

善
兵
衛
布
慶

ぜ

ん

べ

え

の

ぶ

よ

し

」
（
阿
誰
は

俳
号
の
一
つ
）
、
正
徳
元
（
一
七
一
一
）
年
に
関
宿

向
下

む
こ
う
し
も

河
岸

が

し

（
現
幸
手
市
西
関
宿
）
に
生
ま
れ
ま
し

た
。
そ
し
て
享
保
一
〇
（
一
七
二
五
）
年
、
一
五
歳

の
時
に
関
宿
藩
の
御
用
商
人
と
し
て
栄
え
た
穀
問

屋
箱
島
家
の
養
子
と
な
り
、
後
に
箱
島
家
の
二
代
目

を
襲
名
、
安
永
元
（
一
七
七
二
）
年
、
六
二
歳
で
没

し
て
い
ま
す
。 

で
は
、
阿
誰
は
ど
う
い
う
経
緯
で
俳
諧
を
始
め
た

の
で
し
ょ
う
か
。 

  

           

阿
誰
と
俳
諧
の
か
か
わ
り 

 

関
宿
・
境
の
俳
人
が
、
ま
と
ま
っ
て
登
場
す
る
俳

諧
選
集
（
複
数
の
俳
人
の
句
を
集
め
た
句
集
）
に
、

享
保
二
〇(
一
七
三
五)

年
と
翌
享
保
二
一(

一
七
三 

六
）
年
の
慶け

い

紀き

逸い
つ

編
『
平
河
文
庫
』
が
あ
り
ま
す
。

３

阿
誰
は
こ
こ
に
は
登
場
し
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
に
よ
り

当
時
か
ら
、
関
宿
・
境
の
多
く
の
人
々
が
俳
諧
を
た

し
な
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
た
だ
、
多
く

の
人
々
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
裕
福
な
商
人
た
ち
が

主
で
し
た
。
俳
諧
は
裕
福
な
商
人
た
ち
が
関
宿
藩
の

藩
士
た
ち
と
付
き
合
う
た
め
の
方
法
の
一
つ
だ
っ

た
か
ら
で
す
。 

阿
誰
と
共
に
宋
阿
に
弟
子
入
り
し
た
と
思
わ
れ

る
文
楼

ぶ
ん
ろ
う

も
、
境
の
二
大
河
岸
問
屋
の
一
つ
、
青
木
兵

庫
家
の
当
主
で
し
た
。
こ
の
青
木
兵
庫
家
は
そ
れ
だ

け
で
は
な
く
、
大
名
や
老
中
な
ど
に
宿
泊
の
場
を
提

供
す
る
「
本
陣

ほ
ん
じ
ん

」
も
勤
め
て
い
た
の
で
す
。
４ 

 

阿
誰
と
蕪
村
の
か
か
わ
り 

 

「
郢え

い

月げ
つ

泉せ
ん

の
あ
る
じ
巴
人
庵
の
門
に
入い

り

て
、
予
と

ち
ぎ
り
深
き
人
な
り
。
こ
と
し
末
の
冬
中
の
五
日
、

な
き
ひ
と
の
数
に
入い

り

ぬ
と
き
ゝ
て 

耳
さ
む
し
其
も
ち
月
の
頃
留
り 

夜
半
亭

蕪
村
」
５ 

 

上
記
は
浙せ

っ

江こ
う

（
阿
誰
の
長
男
、
箱
島
家
三
代
目
当

主
吉
兵
衛
敬の

ぶ

有あ
り

）
が
刊
行
し
た
父
の
追
悼
集
『
そ
の

人ひ
と

』
の
中
に
収
め
ら
れ
た
蕪
村
の
句
で
す
。（「
」
内

一
行
目
に
記
さ
れ
た
郢
月
泉
も
阿
誰
の
俳
号
の
一

つ
）
こ
こ
か
ら
蕪
村
が
、
夜
半
亭
で
共
に
学
ん
だ
郢

月
泉
の
あ
る
じ
＝
阿
誰
を
自
分
と
縁
の
深
い
人
と

考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

で
は
阿
誰
と
蕪
村
は
ど
の
よ
う
に
縁
を
深
め
た

の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
一
つ
に
「
連
句
」
※

と
い
う

共
同
作
業
が
あ
り
ま
す
。 



二
人
は
田た

鶴
樹

づ

き

編
『
西
海

さ
い
か
い

春

秋

し
ゅ
ん
じ
ゅ
う

』
と
雁
宕

が
ん
と
う

・
阿

誰
編
『
反
古

ほ

ご

ぶ
す
ま
』
と
い
う
二
つ
の
句
集
の
中
で

共
に
同
じ
連
句
に
参
加
し
て
い
ま
し
た
。
連
句
と
は
、

簡
単
に
い
え
ば
「
五
・
七
・
五
」
の
長
句

ち
ょ
う
く

と
「
七
・

七
」
の
短
句

た

ん

く

を
そ
れ
ぞ
れ
複
数
の
作
者
で
詠
み
繋
い

で
完
成
さ
せ
る
、
言
わ
ば
共
同
作
業
の
作
品
で
す
。 

特
に
『
西
海
春
秋
』
に
収
め
ら
れ
た
連
句
三
六
句

（
こ
れ
を
歌
仙
と
い
い
ま
す
）
で
は
、
書
簡
で
届
け

ら
れ
た
最
初
と
最
後
の
三
句
（
田
鶴
樹
と
朱
令
）
を 

除
く
三
三
句
を
、
阿
誰
と
蕪
村
の
二
人
で
詠
ん
で
い

る
の
で
す
。 

さ
ら
に
、
同
書
下
巻
に
は
阿
誰
と
蕪
村
の
句
か
ら

は
じ
ま
る
頁
が
あ
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関
東
下
総
連
中 

「
花
盛
散
る
と
お
も
へ
ば
寂
し
け
れ 

阿
誰 

川
か
げ
の
一
株
づ
ゝ
に
紅
葉
哉 

 

蕪
村
」
６ 

今
は
盛
り
の
花
々
も
時
が
た
て
ば
散
っ
て
し
ま
う

と
思
う
と
寂
し
い
も
の
だ
。
と
詠
ん
だ
阿
誰
の
句
を

受
け
て
、
蕪
村
は
秋
に
な
っ
て
川
か
げ
に
点
在
す
る

紅
葉
も
鮮
や
か
で
は
な
い
か
。
と
返
し
た
の
で
し
ょ

う
。 こ

れ
ら
か
ら
『
関
東
俳
壇
史
叢
稿 

庶
民
文
芸
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
の
著
者
で
あ
る
加
藤
定
彦
氏
は

「
延
享
初
年
の
晩
秋
、
境
に
来
遊
し
た
蕪
村
が
阿
誰

ら
と
の
句
稿
を
田
鶴
樹
に
送
り
、
さ
ら
に
返
送
さ
れ

た
連
句
を
蕪
村
・
阿
誰
の
両
吟
で
継
ぎ
、
再
び
田
鶴

樹
の
も
と
に
送
り
、
満
尾
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
」
（
前

出
３
）

と
述
べ
て
い
ま
す
。 

こ
れ
だ
け
で
も
、
二
人
の
親
し
さ
を
十
分
に
示
し

て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

 蕪
村
の
阿
誰
邸
滞
在
の
可
能
性 

 

阿
誰
邸
に
は
宋
阿
没
後
に
阿
誰
が
師
事
し
た
存ぞ

ん

義ぎ

を
は
じ
め
と
し
て
、
多
く
の
俳
諧
師
が
滞
在
し
て

い
た
こ
と
が
書
簡
か
ら
分
か
っ
て
い
ま
す
。
７
・
８ 

さ
ら
に
前
述
の
通
り
蕪
村
が
境
に
来
遊
し
た
と

推
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
蕪
村
が
阿

誰
邸
を
訪
れ
る
の
は
当
然
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

阿
誰
の
句
集 

 

箱
島
家
で
は
阿
誰
だ
け
で
は
な
く
、
阿
誰
か
ら
三

代
に
渡
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
当
主
と
そ
の
妻
か
ら
子
に

至
る
ま
で
、
い
わ
ば
家
族
総
出
で
俳
諧
を
た
し
な
ん

で
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
前
述
の
『
西

海
春
秋
』
を
は
じ
め
、
阿
誰
や
そ
の
家
族
の
句
は
多

く
の
句
集
に
入
集
し
て
い
ま
す
。 

箱
島
家
が
刊
行
し
た
句
集
も
、
共
著
を
ふ
く
め
五

冊
存
在
し
ま
す
。
ま
ず
、
阿
誰
が
刊
行
し
た
句
集
二

冊
を
上
げ
る
と
、
宝
暦
二
（
一
七
五
二
）
年
、
宋
阿

門
の
兄
弟
子
で
あ
っ
た
結
城
の
雁
宕
と
の
共
著
で

『
反
古
ぶ
す
ま
』（
前
述
）
、
二
年
後
の
宝
暦
四
（
一

七
五
四
）
年
に
は
『
な
る
べ
し
』
９

が
あ
り
ま
す
。 

そ
の
後
阿
誰
の
長
男
で
あ
る
浙
江（
前
述
）が
『
そ

の
人
』（
前
述
）、『
果
報

か

ほ

う

冠
者

か

じ

ゃ

』（
前
出
５
）

を
刊
行
し
て

い
ま
す
。 

後
者
の
『
果
報
冠
者
』
は
、
阿
誰
没
後
三
年
の
安

永
四
（
一
七
七
五
）
年
、
初
夢
に
白
鵞

は

く

が

（
白
い
ダ
チ

ョ
ウ
）
を
見
た
こ
と
か
ら
浙
江
が
俳
号
を
「
閑
鵞

か

ん

が

」

に
改
号
、
そ
の
記
念
の
句
集
と
し
て
刊
行
し
た
も
の

で
す
。（
閑
鵞
は
『
果
報
冠
者
』
刊
行
の
翌
年
麻
疹

は

し

か

の
た
め
死
去
） 

そ
し
て
閑
鵞
の
長
男
で
あ
る
文ぶ

ん

路ろ

（
箱
島
家
四
代

目
当
主
忠
右
衛
門
徳
候

の
ぶ
よ
し
？

）
に
よ
る
、
父
閑
鵞
追
善

集
10
（
題
名
不
明
）
も
安
永
六
（
一
七
七
七
）
年
に

刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

 



若
き
日
の
蕪
村
を
支
え
た
人
た
ち 

 
師
宋
阿
を
亡
く
し
た
蕪
村
は
、
結
城
の
雁
宕
の
呼

び
か
け
に
よ
り
、
そ
の
後
九
年
に
及
ぶ
年
月
を
か
け

て
北
関
東
を
来
遊
し
ま
す
。
二
七
歳
か
ら
三
六
歳
の

と
き
で
し
た
。
来
遊
後
、
蕪
村
は
寛
延
四
＝
宝
暦
元

（
一
七
五
一
）
年
京
へ
出
立
し
、
晩
年
ま
で
を
京
で

過
ご
し
ま
す
。 

安
永
四
（
一
七
七
五
）
年
に
閑
鵞
が
刊
行
し
た
『
果

報
冠
者
』（
前
述
）
に
は
、
京
か
ら
蕪
村
が
句
を
寄

せ
て
お
り
、
翌
安
永
五
（
一
七
七
六
）
年
に
は
、「
右

之
閑
鵞
は
愚
老
旧
識
に
て
、
甚
之

は
な
は
だ
の

豪
家
ニ
而
候
」

（
前
出
７
）
と
箱
島
家
に
つ
い
て
、
そ
の
記
憶
を
書
簡
の

中
に
記
し
て
い
る
の
で
す
。 

こ
の
と
き
蕪
村
は
六
一
歳
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

俳
諧
だ
け
を
取
り
上
げ
れ
ば
、
阿
誰
の
句
を
目
に

し
た
人
は
ほ
と
ん
ど
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が

ら
阿
誰
は
俳
諧
を
き
っ
か
け
に
「
与
謝
蕪
村
」
を
助

け
る
と
い
う
功
績
を
残
し
ま
し
た
。
阿
誰
が
『
西
海

春
秋
』
（
前
述
）
で
蕪
村
と
連
句
を
詠
ん
だ
の
も
、

北
関
東
来
遊
中
の
、
蕪
村
が
三
三
歳
の
と
き
で
し
た
。 

も
ち
ろ
ん
、
阿
誰
一
人
が
蕪
村
を
助
け
た
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
結
城
の
雁
宕
（
前
述
）
を
は
じ
め

と
し
て
、
同
じ
く
結
城
の
晋し

ん

我が

、
下
館
の
風
篁

ふ
う
こ
う

な
ど

北
関
東
の
裕
福
な
俳
人
ら
が
、
蕪
村
を
経
済
的
に
も

精
神
的
に
も
支
え
た
の
で
す
。 

蕪
村
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
多
々 

あ
り
ま
す
が
、
晩
年
に
近
い
頃
弟
子
に
送
っ
た
書
簡

に
、
故
郷
へ
の
「
や
る
か
た
な
き
」
思
い
が
記
さ
れ

て
い
ま
し
た
。（
前
出
７
） 

そ
う
し
た
蕪
村
に
と
っ
て
、

父
の
よ
う
に
慕
っ
た
師
宋
阿
亡
き
後
の
北
関
東
の

阿
誰
ら
は
、
も
と
よ
り
兄
に
近
い
存
在
に
な
っ
た
の

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

一
七
〇
〇
年
代
の
境
河
岸
の
繁
栄
に
つ
い
て
、
す

で
に
ご
存
知
の
方
も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い

ま
す
が
、
境
河
岸
の
み
な
ら
ず
北
関
東
の
豪
商
と
い

わ
れ
た
人
々
が
経
済
活
動
と
並
行
し
て
、
俳
諧
を
た

し
な
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
俳
諧
の
発
展
に
貢
献
し
て

い
た
こ
と
は
、
わ
た
し
た
ち
の
誇
り
と
言
っ
て
い
い 

 

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

(

境
町
歴
史
民
俗
資
料
館 

佐
藤
淳
子) 
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芸
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
若
草
書
房
二
〇
一
三
年
一
一
月
） 

 

４ 

椎
名
仁
著
『
境
河
岸
―
利
根
・
江
戸
河
岸
の
要
衝
―
』 

 

筑
波
書
林 

一
九
八
二
年
二
月
第
一
刷
発
行 

 

５ 

桜
井
武
次
郎
・
藤
田
真
一
・
清
登
典
子
校
注
『
蕪
村
全
集
第
八

巻 

関
係
俳
書
』
講
談
社 

一
九
九
三
年
三
月
第
一
刷
発
行 

 

６ 

田
鶴
樹
編
『
西
海
春
秋
』
刊 

三
巻 

寛
延
一
（
一
七
四
八
）
年 

国
立
国
会
図
書
館 

マ
イ
ク
ロ
請
求
記
号
二
三
五
―
一
五
五 

 

７ 

尾
形
仂
・
中
野
沙
恵
校
注
『
蕪
村
全
集
第
五
巻 

書
簡
』
講
談
社 

 

二
〇
〇
八
年
一
一
月
第
一
刷
発
行 

 

８ 

天
理
図
書
館
館
報
『
ビ
ブ
リ
ア
五
〇
』
天
理
図
書
館 

 

一
九
七
二
年
三
月 

 ９ 

加
藤
定
彦
・
外
村
展
子
編
『
関
東
俳
諧
叢
書 

第
一
四
巻
』 

 

常
総
編
② 

関
東
俳
諧
叢
書
刊
行
会 

一
九
九
八
年
二
月
印
行 

 

10 
早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
閑
鵞
追
善
集
」 

 

文
路
編 

早
稲
田
大
学
図
書
館 

  


