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自
分
の
命
日
を
ピ
タ
リ
と
当
て
た
？

易
聖
・
高
島
嘉
右
衛
門
最
期
の
易
断

汎日本易学協会が建てた高島先生顕彰碑（神奈川県横浜市神奈川区高島台）

高島嘉右衛門が造成した鉄道用埋立地。現在の横浜市西区高島付近
出典：『神奈川の写真誌 明治前期』（有隣堂）

す
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
彼
は
実
業
家
で

あ
り
、
そ
の
業
績
は
決
し
て
無
視
で
き
な

い
も
の
で
し
た
。
そ
れ
な
の
に
、
あ
ま
り

評
価
を
受
け
な
い
の
は
、
同
時
代
の
浅
野

総
一
郎
や
大
倉
喜
八
郎
の
よ
う
に
事
業
を

次
代
へ
と
伝
え
た
わ
け
で
も
な
く
、
原
三

溪
の
よ
う
に
実
業
の
傍
ら
日
本
庭
園
「
三

溪
園
」
を
残
す
な
ど
、
文
化
事
業
に
そ
の

名
を
冠
し
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
か
ら

で
す
。　

　

高
島
は
、
こ
う
し
た
後
世
を
見
据
え
た

人
物
た
ち
と
は
毛
色
が
違
い
、
近
代
の
黎

明
期
で
あ
る
明
治
時
代
な
ら
で
は
の
冒
険

的
な
商
人
で
あ
り
、
次
々
と
新
規
事
業
に

手
を
付
け
て
は
、
放
棄
す
る
こ
と
を
繰
り

返
し
た
の
で
し
た
。

高
島
嘉
右
衛
門
の
功
績

　

で
は
、
彼
の
手
掛
け
た
数
々
の
事
業
を

見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
土
木

建
築
請
負
人
と
し
て
は
、
開
化
期
横
浜
な

ら
で
は
の
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
を
始
め
と
す

る
洋
風
建
築
、
ま
た
各
地
の
灯
台
建
設
を

は
じ
め
に

　

一
寸
先
は
闇
と
言
い
ま
す
が
、
一
分
、

一
秒
後
の
こ
と
も
分
か
ら
な
い
私
た
ち

は
、
人
生
が
い
つ
終
わ
る
か
な
ど
知
る
由

も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
ん
な
自
分

の
命
日
を
ピ
タ
リ
と
当
て
た
人
物
が
い
た

と
い
い
ま
す
。
明
治
時
代
の
横
浜
で
活
躍

し
た
高
島
嘉
右
衛
門
で
す
。

　

高
島
は
土
木
建
築
請
負
業
を
中
心
に
、

多
く
の
事
業
を
幅
広
く
手
掛
け
た
実
業
家

で
し
た
。
し
か
し
、
彼
の
名
は
、
む
し
ろ

「
高
島
易
断
」
の
祖
と
し
て
知
ら
れ
、
伝

記
も
多
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
推

理
作
家
の
高
木
彬
光
は
、
高
島
の
生
涯
を

『
大
予
言
者
の
秘
密
』
と
い
う
小
説
に
し

て
お
り
、
そ
の
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
に
次
の

よ
う
な
話
が
、
実
話
と
し
て
紹
介
さ
れ
ま

し
た
。

大
正
三
年（
１
９
１
４
）

十
月
十
七
日
没

　

そ
れ
は
高
島
の
死
の
３
カ
月
前
、
桜
井

大
路
と
い
う
人
相
学
で
は
大
名
人
と
い
わ

れ
た
人
物
が
、
病
に
伏
し
た
高
島
を
見

舞
っ
た
時
の
こ
と
で
し
た
。
桜
井
は
「
先

生
は
少
な
く
と
も
米
寿
ま
で
は
長
生
き
な

さ
い
ま
す
と
、
私
は
鑑
定
し
ま
す
が
」

と
、
高
島
を
励
ま
し
ま
し
た
。

　

す
る
と
高
島
は
「
あ
な
た
ほ
ど
の
人
相

骨
相
の
達
人
が
心
に
も
な
い
こ
と
を
言
わ

れ
る
と
は
、
私
も
い
さ
さ
か
驚
き
ま
し

た
。
私
自
身
の
余
命
に
つ
い
て
は
と
っ
く

に
悟
り
切
っ
て
お
り
ま
す
。
正
直
な
こ
と

を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で

す
な
」
と
、
桜
井
を
見
つ
め
ま
し
た
。

　

「
直
接
、
相
手
に
向
か
っ
て
そ
の
死
期

を
告
げ
る
な
、
と
は
占
い
師
の
お
き
て
で

ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
先
生

は
百
も
ご
承
知
の
は
ず
、
そ
れ
を
お
し

き
っ
て
の
お
た
ず
ね
と
な
ら
ば
、
私
も
正

直
に
申
し
上
げ
ま
し
ょ
う
。
あ
と
３
カ

月
、
10
月
中
旬
ま
で
の
ご
寿
命
と
ご
鑑
定

い
た
し
ま
す
」

　

高
島
は
ふ
っ
と
微
笑
み
、
「
失
礼
で
す

が
、
あ
な
た
は
私
の
死
後
、
占
い
の
道
で
は

日
本
一
の
名
人
と
う
た
わ
れ
ま
し
ょ
う
。

恐
縮
で
す
が
そ
こ
の
違
い
棚
の
上
の
手
文

庫
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
ま
せ
ん
か
？
」
。

　

そ
の
手
文
庫
か
ら
高
島
は
自
分
の
位
牌

を
取
り
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
は
「
大
正

三
年
十
月
十
七
日
没　

享
年
八
十
三
歳
」

と
書
か
れ
て
い
た
の
で
し
た
。

冒
険
的
な
商
人

　

こ
の
よ
う
な
話
が
語
ら
れ
る
ほ
ど
、
易

断
家
と
し
て
の
彼
は
有
名
だ
っ
た
の
で

請
負
い
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
横
浜
・
函

館
間
定
期
航
路
の
開
設
や
日
本
初
の
ガ
ス

会
社
の
創
立
。
横
浜
共
同
電
燈
会
社
、
北

海
道
炭
礦
鉄
道
会
社
、
東
京
市
街
電
気
鉄

道
会
社
の
社
長
就
任
な
ど
。

　

ほ
か
に
も
、
洋
学
教
育
機
関
で
あ
る
高

島
学
校
を
創
設
す
る
一
方
で
、
横
浜
に
遊

郭
を
設
置
す
る
な
ど
、
聖
俗
問
わ
ず
好
奇

心
と
欲
望
の
赴
く
ま
ま
に
事
業
を
展
開
し

ま
し
た
。

新
橋
・
横
浜
間
鉄
道
用
地
埋
立

工
事

　

こ
う
し
た
彼
の
事
業
の
う
ち
、
建
設
産

業
史
の
観
点
か
ら
注
目
す
べ
き
は
、
や
は

り
明
治
５
年
（
１
８
７
２
）
に
開
業
し
た

日
本
初
の
鉄
道
、
新
橋
・
横
浜
間
鉄
道
の

用
地
埋
立
工
事
で
す
。
し
か
も
、
彼
は
単

な
る
請
負
人
で
は
な
く
、
当
初
は
自
分
で

日
本
初
の
鉄
道
事
業
を
興
そ
う
と
、
政
府

に
請
願
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
鉄
道

事
業
は
国
営
で
行
う
と
い
う
政
府
の
方
針

か
ら
却
下
さ
れ
、
結
局
の
と
こ
ろ
工
事
の

難
所
と
な
る
横
浜
の
海
面
埋
立
を
請
負
う

こ
と
に
落
ち
着
い
た
の
で
す
。

　

現
在
の
横
浜
駅
付
近
の
中
心
街
は
、
当

時
は
入
江
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て

当
初
の
横
浜
駅
の
開
設
予
定
地
は
、
入
江

の
先
の
現
在
の
桜
木
町
駅
の
位
置
に
あ
っ
た

の
で
、
こ
の
入
江
が
線
路
工
事
を
阻
ん
で

い
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
高
島
は
入
江
に

長
さ
約
１
・
４
㎞
、
幅
約
76
ｍ
の
細
長
い

埋
立
地
を
造
っ
て
線
路
を
敷
く
こ
と
を
提

案
し
、
自
ら
工
事
を
請
負
っ
た
の
で
し
た
。

日
本
初
の
鉄
道
工
事
請
負
人

　

こ
の
工
事
に
お
い
て
、
高
島
が
政
府
と

交
わ
し
た
「
鉄
道
御
造
営
ニ
付
横
浜
野
毛

海
岸
石
崎
並
ヨ
リ
神
奈
川
青
木
町
海
岸
迄

土
堤
築
地
之
約
条
目
」
お
よ
び
「
埋
立
地

仕
様
書
」
は
、
日
本
初
の
鉄
道
工
事
請
負

契
約
書
・
仕
様
書
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

近
代
以
前
の
土
木
建
築
請
負
業
は
、
鉄
道

工
事
と
い
う
建
設
市
場
が
生
ま
れ
た
お
か

げ
で
、
近
代
的
な
建
設
企
業
へ
と
発
展
し

ま
し
た
。
そ
の
最
初
の
鉄
道
工
事
請
負
人

と
な
っ
た
の
が
、
高
島
嘉
右
衛
門
だ
っ
た

の
で
す
。

易
聖
・
高
島
嘉
右
衛
門

　

さ
て
、
高
島
の
数
々
の
事
業
を
、
陰
で

支
え
て
い
た
の
が
、
易
断
だ
っ
た
と
い
い

ま
す
。
し
か
も
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
征
韓

論
や
西
南
戦
争
、
日
清
戦
争
に
お
け
る
三

国
干
渉
、
日
露
戦
争
の
行
末
な
ど
、
国
家

の
大
事
を
占
い
、
そ
れ
ら
は
新
聞
に
も
掲

載
さ
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。

　

そ
も
そ
も
易
断
と
は
、
五
十
本
の
筮
竹

と
算
木
か
ら
得
ら
れ
た
「
卦
」
の
解
釈
が

重
要
と
な
り
ま
す
。
同
じ
卦
を
得
て
も
占

う
人
間
が
違
え
ば
、
別
な
解
釈
と
な
る
こ

と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
り
、
実
業
家
と
し

て
人
心
や
時
勢
を
読
む
に
長
け
た
高
島
な

ら
ば
、
常
人
よ
り
も
占
い
の
精
度
は
高
く

な
っ
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

決
し
て
荒
唐
無
稽
な
超
常
能
力
と
い
う
わ

け
で
は
な
く
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
チ
ャ
ン
ス
に

つ
な
げ
る
社
交
ツ
ー
ル
と
し
て
易
断
を
利

用
し
て
い
た
と
考
え
て
い
る
研
究
者
も
い

ま
す
。

桜
井
大
路
の
宣
伝
記
事

　

そ
れ
で
は
高
島
が
自
分
の
命
日
を
当
て

た
と
い
う
話
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
出

典
で
あ
る
大
正
５
年
（
１
９
１
６
）
７
月

13
日
の
中
央
新
聞
の
記
事
を
見
る
と
、
見

出
し
に
「
恋
を
隠
し
た
顔　

美
人
が
観
て

貰
ふ
骨
相
家
」
と
あ
り
ま
す
。
ど
う
や

ら
、
高
島
の
病
状
を
見
舞
っ
た
と
い
う
桜

井
大
路
が
、
骨
相
鑑
定
所
を
開
店
し
た
お

り
の
宣
伝
記
事
の
よ
う
で
す
。

　

記
事
の
中
で
、
桜
井
は
高
島
に
寿
命
を

聞
か
れ
た
の
で
、
「
『
多
分
十
月
の
中
旬

だ
』
と
答
へ
た
。
す
る
と
流
石
は
易
学
の

泰
斗
だ
け
に
翁
自
身
も
既
に
自
分
の
寿
命

を
易
断
し
て
あ
っ
て
、
十
月
十
七
日
と
位

牌
面
に
記
し
た
も
の
を
秘
蔵
の
手
文
庫
か

ら
出
し
て
見
せ
た
」
と
あ
り
ま
す
。

　

高
木
彬
光
の
小
説
と
比
べ
る
と
、
ぶ
っ

き
ら
ぼ
う
な
も
の
言
い
で
す
が
、
続
け
て

「
果
た
し
て
高
嶋
翁
は
三
月
後
の
十
月
十

七
日
に
永
眠
し
た
の
で
、
門
弟
連
は
共
に

翁
と
櫻
井
氏
の
活
力
自
在
に
感
嘆
し
今
で

も
此
の
話
は
有
益
な
一
つ
話
と
し
て
残
さ

れ
て
い
る
」
と
、
関
係
者
間
で
は
知
ら
れ

た
話
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

お
わ
り
に

　

し
か
し
、
高
島
の
死
亡
当
時
の
新
聞
各

紙
を
見
る
と
、
死
亡
年
月
日
は
い
ず
れ
も

「
大
正
３
年
10
月
16
日
」
と
な
っ
て
い
ま

す
。
高
島
の
訃
報
を
伝
え
る
記
事
は
、
翌

17
日
の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
彼
が
16
日
に
亡
く
な
っ
た
こ
と
は
間

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

桜
井
の
宣
伝
記
事
は
高
島
の
死
後
に
発

表
さ
れ
た
の
で
、
当
然
命
日
は
分
か
っ
て

い
た
は
ず
で
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

17
日
と
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
桜
井
か
新

聞
記
者
が
間
違
え
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
致
命
的
で
し
た
。

結
局
、
高
木
彬
光
の
著
書
以
外
は
、
こ
の

話
は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た

の
で
す
。
正
確
に
16
日
と
書
い
て
い
れ

ば
、
本
当
に
命
日
を
当
て
た
か
ど
う
か
は

別
と
し
て
も
、
こ
の
新
聞
が
根
拠
と
な

り
、
易
聖
高
島
を
喧
伝
す
る
に
ふ
さ
わ
し

い
伝
説
と
し
て
語
ら
れ
続
け
た
こ
と
で

し
ょ
う
。
た
か
が
一
日
、
さ
れ
ど
一
日
。

さ
さ
い
な
間
違
い
が
残
念
な
結
果
を
も
た

ら
し
た
と
い
う
お
話
で
し
た
。

（
文
：
江
口
知
秀
）

壮年の高島嘉右衛門
出典：『呑象 高嶋嘉右衛門翁傳』
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