
　明
治
後
期
か
ら
大
正
期
、江
原
素
六
は
人
々
の
前
で
講

演
を
す
る
機
会
が
少
な
く
な
か
っ
た
。政
治
家
で
は
な
く

教
育
者
と
し
て
演
壇
に
立
っ
た
時
の
演
目
に
は
、一
般
の

人
々
に
対
し
修
養
を
説
く
内
容
が
多
か
っ
た
。古
今
東
西

の
さ
ま
ざ
ま
な
逸
話
を
例
に
引
き
つ
つ
、わ
か
り
や
す
さ

を
心
掛
け
た
講
話
で
あ
る
。話
の
中
に
は
自
ら
の
体
験
を

織
り
交
ぜ
る
こ
と
が
頻
繁
に
あ
り
、彼
の
履
歴
や
交
友
関

係
な
ど
に
つ
い
て
、思
わ
ぬ
発
見
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
こ
で
紹
介
す
る「
江
原
翁
の
給
仕
立
志
談（
下
）」（『
東

京
朝
日
新
聞
』明
治
四
〇
年
一
月
五
日
）と
い
う
講
演
録

も
そ
の
一
例
で
あ
る
。ア
ル
バ
イ
ト
を
し
な
が
ら
苦
学
し

て
立
身
へ
の
道
を
つ
か
ん
だ
と
い
う
、幕
末
に
お
け
る
自

身
の
体
験
を
述
べ
た
後（「（
上
）」『
東
京
朝
日
新
聞
』明
治

三
九
年
一
二
月
三
一
日
）、知
り
合
い
で
あ
る
肥
田
浜
五

郎
の
同
様
の
逸
話
を
出
し
な
が
ら
、さ
ら
に
他
の
例
に
つ

い
て
も
紹
介
す
る
。

私
が
二
十
七
の
時
陸
軍
に
少
佐
を
し
て
居
ま
し
た
、其

時
の
給
仕
を
し
て
居
た
人
が
如
何
に
も
熱
心
で
怜
悧

に
立
ち
働
く
上
に
暇
が
あ
れ
ば
読
書
を
し
て
居
る
、私

は
之
を
給
仕
と
は
思
は
ず
実
に
尊
敬
す
べ
き
人
だ
と

思
つ
て
居
ま
し
た
、す
る
と
大
阪
に
幼
年
学
校
が
出
来

ま
し
た
か
ら
、私
は
第
一
番
に
選
抜
し
て
幼
年
学
校
へ

入
れ
ま
し
た
ら
、其
程
の
熱
心
家
だ
か
ら
無
論
成
績
も

良
い
、後
に
は
仏
国
へ
留
学
を
命
ぜ
ら
る
ゝ
な
ど
で
、

今
で
は
少
将
に
成
つ
て
居
ま
す
、其
れ
は
御
存
知
の
人

も
あ
り
ま
せ
う
が
彼
の
旅
順
の
戦
で
間
接
射
撃
を
し

て
敵
艦
の
二
三
隻
も
撃
沈
め
た
と
云
ふ
加
藤
君
で
あ

り
ま
す

と
い
う
の
が
注
目
し
た
い
一
節
で
あ
る
。

　「加
藤
君
」と
は
、こ
の
内
容
か
ら
陸
軍
少
将
加
藤
泰
久

（
一
八
五
四
〜
一
九
一
七
）で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。加
藤

は
徒
歩
砲
兵
第
三
連
隊
長
と
し
て
日
露
戦
争
に
出
征
、乃

木
希
典
率
い
る
第
三
軍
に
属
し
旅
順
要
塞
攻
略
に
戦
功

を
あ
げ
た
の
で
あ
る
。江
原
が
二
七
歳
の
時
に
陸
軍
少
佐

だ
っ
た
と
い
う
の
は
、あ
く
ま
で
幕
府
陸
軍
、あ
る
い
は

静
岡
藩
時
代
の
こ
と
で
あ
り
、そ
の
下
で
加
藤
少
年
が
給

仕
を
し
て
い
た
と
い
う
の
も
沼
津
兵
学
校
で
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。泰
久
の
父
加
藤
泰
吉（
庄
之
助
）は
、清
水
附
や

勘
定
、書
院
番
格
な
ど
の
経
歴
を
持
ち
、高
二
〇
石
四
人

扶
持
の
幕
臣
だ
っ
た
が（『
江
戸
幕
臣
人
名
事
典
』第
二

巻
）、移
住
先
の
沼
津
で
は
窮
乏
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
、息
子
を
働
か
せ
た
の
で
あ
る
。頭
が
よ
く
勉
強
熱
心

だ
っ
た
泰
久
は
、江
原
の
目
に
留
ま
り
、明
治
三
年（
一
八

七
〇
）一
二
月
、明
治
政
府
の
命
に
よ
り
静
岡
藩
が
大
阪

兵
学
寮（
幼
年
学
舎
）へ
貢
進
生
を
送
り
出
す
際
、六
名
の

一
人
に
選
抜
さ
れ
た
。そ
の
年
九
月
、加
藤
は
沼
津
兵
学

校
第
六
期
資
業
生
に
及
第
し
て
い
た
。明
治
陸
軍
で
は
陸

軍
士
官
学
校
に
進
学
し
、フ
ラ
ン
ス
へ
の
留
学（
明
治
二

〇
〜
二
三
年
）も
は
た
し
た
。

　江
原
と
加
藤
に
つ
い
て
、こ
の
よ
う
な
関
係
性
を
記
し

た
文
献
は
他
に
は
見
当
た
ら
ず
、興
味
深
い
記
事
で
あ
る
。

加
藤
が
、明
治
四
五
年（
一
九
一
二
）に
開
催
さ
れ
た
江
原

の
古
稀
祝
賀
会
の
発
起
人
に
名
を
連
ね
て
い
る
の
も
、こ

の
よ
う
な
関
係
が
前
提
に
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。

（
樋
口
雄
彦
）

江
原
素
六
と
そ
の
周
辺
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陸
軍
少
将
加
藤
泰
久
と
江
原
素
六

加藤泰久
明治29年（1896）
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　幕
府
に
仕
え
た
蘭
方
医
で
維
新
後
は
静
岡
藩
の
沼
津

病
院
重
立
取
扱
を
つ
と
め
た
林
洞
海
が
遺
し
た
資
料
に
、

徳
川
家
康
直
筆
の「
寿
」と
い
う
書
が
あ
る
。掛
軸
に
表
装

さ
れ
た
そ
れ
に
は
、明
治
二
三
年（
一
八
九
〇
）に
洞
海
が

記
し
た「
東
照
公
親
筆
寿
字
紙
考
」と
題
す
る
解
説
が
付

さ
れ
て
い
る
。そ
の
解
説
に
よ
れ
ば
、駿
府
に
い
た
家
康

が
、七
〇
歳
の
記
念
と
し
て
七
〇
枚
を
揮
毫
し
た
も
の
の

一
枚
と
さ
れ
る
。洞
海
の
息
子
紀（
研
海
、幕
府
オ
ラ
ン
ダ

留
学
生
で
静
岡
藩
で
は
静
岡
病
院
の
頭
を
つ
と
め
た
医

師
）が
箱
根
芦
之
湯
に
滞
在
し
た
際
、た
ま
た
ま
湯
治
客

と
し
て
い
っ
し
ょ
に
な
っ
た
旧
幕
臣
池
田
某
の
病
気
を

診
察
し
て
や
っ
た
こ
と
か
ら
、そ
の
礼
と
し
て
池
田
か
ら

贈
ら
れ
た
と
い
う
。林
紀
は
明
治
一
五
年（
一
八
八
二
）に

没
し
て
い
る
の
で
、こ
の
書
を
も
ら
っ
た
の
が
そ
れ
以
前

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　紀
に
先
立
た
れ
た
洞
海
は
そ
れ
以
上
の
詳
し
い
由
来

を
知
る
す
べ
が
な
か
っ
た
が
、医
者
仲
間
で
あ
り
親
戚
で

も
あ
る
松
本
順（
蘭
疇
・
良
順
）が
池
田
某
と
知
り
合
い
で

あ
る
旨
を
紀
か
ら
聞
い
て
い
た
の
で
、こ
の
件
に
関
し
て

松
本
と
直
接
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。松
本
が
言
う
に

は
、池
田
某
の
先
祖
は
徳
川
家
康
に
近
侍
し
た
旗
本
で
あ

り
、老
後
は
領
地
が
あ
る
美
濃
国
の
某
村
に
寺
を
建
て
、

自
ら
僧
侶
に
な
っ
た
。そ
の
後
、そ
の
寺
は
無
住
と
な
っ

た
の
で
、池
田
の
先
祖
が
残
し
た
什
器
類
は
村
の
庄
屋
が

自
宅
で
保
管
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。明
治
維
新
の
後
、没

落
し
た
池
田
某
は
美
濃
国
の
そ
の
村
を
頼
り
、庄
屋
ら
も

池
田
家
の
存
続
に
力
を
尽
く
し
て
く
れ
た
。庄
屋
が
先
祖

代
々
預
か
っ
て
き
た
寺
の
什
器
類
が
入
っ
た
櫃
を
開
け

る
と
、徳
川
家
康
の
書
な
ど
が
入
っ
て
い
た
の
で
、池
田

某
は
そ
の
数
枚
を
携
え
て
上
京
し
た
。酒
好
き
だ
っ
た
池

田
某
は
、酔
っ
た
勢
い
で
他
人
に
気
前
よ
く
そ
れ
ら
を
与

え
て
し
ま
っ
た
上
、売
却
し
て
酒
代
に
し
て
し
ま
う
な
ど
、

持
参
し
た
書
は
す
ぐ
に
尽
き
て
し
ま
っ
た
。そ
こ
で
再
度

村
を
訪
問
し
、残
り
の
分
を
持
ち
去
ろ
う
と
し
た
が
、庄
屋

ら
は
そ
れ
を
拒
否
し
、上
京
し
て
松
本
順
に
事
情
を
相
談

し
た
。松
本
は
仲
介
の
労
を
と
り
、池
田
家
の
遺
物
の
中
か

ら「
寿
」の
字
を
上
野
東
照
宮
に
、親
鸞
の
讃
が
あ
る
法
然

上
人
肖
像
を
東
本
願
寺
に
納
め
さ
せ
る
な
ど
し
て
、寺
社

か
ら
の
謝
金
を
庄
屋
に
渡
し
た
。庄
屋
た
ち
も
池
田
家
維

持
の
た
め
の
資
金
が
で
き
た
こ
と
を
喜
ん
だ
と
い
う
。

　以
上
が
、林
洞
海
が
記
し
た「
東
照
公
親
筆
寿
字
紙
考
」

か
ら
読
み
取
れ
た
こ
と
で
あ
る
。で
は
、旧
幕
臣
池
田
某

と
は
誰
な
の
か
？

　そ
し
て
家
康
の
墨
跡
で
あ
る
と
さ

れ
る
も
の
の
真
偽
は
？

　実
は
、池
田
某
と
は
池
田
松
男（
そ
の
前
は
松
之
助
・
吉

左
衛
門
と
名
乗
る
、諱
は
長
世
、維
新
後
は
大
塚
姓
も
使

用
）と
い
い
、池
田
図
書
政
長
を
祖
と
す
る
旗
本
の
一
三

代
目
当
主
で
あ
り
、美
濃
国
・
上
総
国
で
五
〇
〇
石
を
領

し
た
。幕
末
に
は
講
武
所
剣
術
世
話
心
得
、小
姓
組
、奥
詰
、

遊
撃
隊
取
締
な
ど
を
歴
任
、亡
く
な
っ
た
の
は
明
治
二
一

年（
一
八
八
八
）だ
っ
た
。そ
し
て
、こ
の
池
田
松
男
こ
そ

は
、明
治
十
年
代
に
徳
川
家
康
の
偽
筆
を
多
数
作
製
し
、

各
地
の
東
照
宮
な
ど
に
奉
納
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
男

だ
っ
た
。有
名
な「
人
の
一
生
は
重
荷
を
負
て
」云
々
か
ら

始
ま
る「
東
照
宮
御
遺
訓
」も
、彼
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
ニ

セ
モ
ノ
が
き
っ
か
け
と
な
り
、広
く
世
に
流
布
す
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　池
田
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
家
康
の
偽
筆
に
は
、「
寿
」

の
字
や「
東
照
宮
御
遺
訓
」以
外
に
も
、「
虎
」「
武
運
長
久
」

と
い
っ
た
書
や
和
歌
、日
課
念
仏
、信
長
・
秀
吉
・
家
康
の

シ
リ
ー
ズ 

沼
津
兵
学
校
と
そ
の
人
材
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林
洞
海
が
遺
し
た
徳
川
家
康
の
偽
筆

当館蔵
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手
形
、徳
川
十
六
神
将
の
手
形
、秀
忠
夫
人
に
与
え
た
訓

戒
な
ど
、実
に
多
く
の
種
類
や
数
が
存
在
し
た
。洞
海
が

記
し
た
中
に
も
あ
っ
た
通
り
、東
京
の
上
野
東
照
宮
に
も
、

明
治
一
一
年（
一
八
七
八
）か
ら
一
三
年
頃
に
池
田
に

よ
っ
て
奉
納
さ
れ
た「
寿
」の
字
の
掛
軸
が
現
存
し
て
い

る
と
の
こ
と（
た
だ
し
花
押
の
有
無
に
違
い
が
あ
り
）。こ

れ
ら
偽
物
の
数
々
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
し
た
先
学
の

研
究
に
よ
れ
ば
、池
田
が
ニ
セ
モ
ノ
作
り
に
手
を
染
め
た

の
は
、幕
末
、先
祖
伝
来
の
陣
太
鼓
に
家
康
が
関
ケ
原
の

合
戦
で
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
墨
書
を
入
れ
、他
人

に
譲
渡
し
た
の
が
最
初
で
、そ
の
後
は
明
治
一
一
年
か
ら

一
三
年
に
か
け
て
家
康
の
偽
筆
を
盛
ん
に
世
に
送
り
出

し
た
と
す
る
。そ
の
一
連
の
捏
造
に
は
協
力
者
が
お
り
、

旧
幕
臣
の
名
士
で
あ
る
松
本
順
・
石
川
桜
所
・
岩
田
通
徳
・

勝
海
舟
・
山
岡
鉄
舟
・
高
橋
泥
舟
ら
が
、偽
物
と
知
っ
て
い

な
が
ら
ホ
ン
モ
ノ
で
あ
る
と
鑑
定
し
た
ほ
か
、奉
納
の
仲

介
役
に
な
る
な
ど
、池
田
の
行
為
の
幇
助
者
に
な
っ
て
い

た
と
す
る
。そ
し
て
、彼
ら
の
動
機
と
し
て
は
、単
な
る
無

知
や
悪
意
で
は
な
く
、明
治
の
新
時
代
に
な
じ
め
ず
、江

戸
の
栄
光
に
す
が
り
付
こ
う
と
す
る
池
田
の
心
性
が
家

康
の
虚
像
づ
く
り
へ
と
収
斂
し
て
い
っ
た
可
能
性
、そ
し

て
そ
の
よ
う
な
池
田
に
同
情
し
、愛
惜
し
た
の
が
松
本
や

三
舟
ら
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る（
徳
川
義
宣

「
一
連
の
徳
川
家
康
の
偽
筆
と
日
課
念
佛
」『
金
鯱
叢
書
』

第
八
輯
、一
九
八
一
年
、徳
川
黎
明
会
）。

　し
か
し
、林
洞
海
が
記
し
た「
東
照
公
親
筆
寿
字
紙
考
」

か
ら
は
、池
田
の
行
為
の
背
景
に
は
、酒
に
溺
れ
が
ち

だ
っ
た
性
格
と
生
活
の
困
窮
、そ
れ
を
経
済
的
に
支
援
し

よ
う
と
し
た
松
本
順
と
旧
知
行
所
の
村
人
た
ち
と
い
う

存
在
が
新
た
に
浮
上
し
た
。江
戸
時
代
の
領
民
が
領
主
に

よ
る
強
制
的
な
借
金
に
苦
し
め
ら
れ
た
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
る
。ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、美
濃
の
村
人
た
ち
は
、純
粋

に
元
の
殿
様
に
同
情
し
た
わ
け
で
は
な
く
、残
さ
れ
た
債

務
を
返
済
さ
せ
る
べ
く
、家
康
の
偽
筆
を
大
量
生
産
さ
せ

た
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
た
く
な
る
が
、考
え
す
ぎ
で
あ

ろ
う
か
。

　そ
し
て
新
た
に
追
加
で
き
る
事
実
と
し
て
は
以
下
の

点
も
あ
る
。洞
海
が
記
し
た
中
に
は
、池
田
が
静
岡
か
ら

東
京
に
来
た
と
の
一
節
が
あ
る
が
、池
田
は
静
岡
移
住
の

旧
幕
臣
つ
ま
り
静
岡
藩
士
で
は
な
く
、朝
臣
、す
な
わ
ち

維
新
の
際
に
徳
川
の
臣
列
か
ら
離
れ
新
政
府
に
所
属
替

え
し
た
旧
幕
臣
だ
っ
た
。慶
応
四
年
三
月
に
采
地
へ
の
土

着
願
を
提
出
、四
月
に
は
尾
張
藩
か
ら
の
勧
誘
を
受
け
勤

王
証
書
を
提
出
、七
月
に
は
上
京
願
を
提
出
し
、一
一
月

に
は
朝
臣
に
差
し
加
え
ら
れ
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る

（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
文
書
）。実
際
に
美
濃
へ
向
け
江
戸

を
出
立
し
た
の
は
四
月
三
日
の
こ
と
だ
っ
た（『
旗
本
三

嶋
政
養
日
記
』）。父
新
之
助
は
上
総
国
の
所
領
瀬
又
村

（
現
市
原
市
）に
土
着
し
、あ
え
て
父
子
で
別
々
の
居
住
地

を
選
ん
だ
ら
し
い
。明
治
三
年（
一
八
七
〇
）一
二
月
に
松

之
助
が
瀬
又
村
の
名
主
に
送
っ
た
金
銭
無
心
の
手
紙
に

は
、「
濃
州
ニ
は
多
分
之
借
用
金
も
有
之
」な
ど
と
記
し
て

お
り
、す
で
に
領
主
・
領
民
の
関
係
が
切
れ
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず（
瀬
又
村
は
菊
間
藩
領
に
な
っ
て
い
た
）、

図
々
し
く
も
さ
ら
な
る
借
金
を
重
ね
よ
う
と
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る（『
市
原
市
史

　資
料
集（
近
世
編
４
）』）。

新
政
府
で
松
之
助
は
一
時
海
軍
に
入
っ
た
よ
う
で
、明
治

三
年
か
ら
軍
艦
附
使
役
試
補
を
つ
と
め
た
ほ
か
、四
年
や

六
年
に
は
撃
剣
場
設
置
を
東
京
府
に
願
い
出
た
こ
と
な

ど
が
わ
か
っ
て
い
る
。な
ぜ
か
、明
治
二
年
七
月
に
は
吉

左
衛
門
と
改
名
、さ
ら
に
翌
年
に
は
松
男
と
改
名
し
た

（
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
文
書
）。い
ち
早
く
朝
臣
と
な
っ

て
徳
川
の
臣
列
か
ら
離
脱
し
た
池
田
で
あ
っ
た
が
、あ
ま

り
上
手
に
明
治
の
世
を
渡
る
こ
と
が
で
き
ず
零
落
し
て

い
っ
た
。そ
し
て
、皮
肉
に
も
徳
川
家
康
の
虚
像
づ
く
り

に
邁
進
し
た
と
い
え
る
。

　林
洞
海
・
紀
父
子
は
、こ
れ
が
真
っ
赤
な
偽
物
で
あ
る

こ
と
も
知
ら
な
か
っ
た
し
、池
田
の
詐
欺
行
為
に
加
担
し

た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
が
、聞
き
書
き
と
と
も
に
実
物
を

大
切
に
保
存
し
て
く
れ
た
お
蔭
で
、奇
妙
な
事
実
の
一
端

が
後
世
に
伝
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
樋
口
雄
彦
）

　東
照
公
親
筆
寿
字
紙
考

研
海
曽
て
函
根
の
蘆
湯
ニ
浴
す
時
に
同
游
者
ニ
池
田
某

者
あ
り
徳
川
幕
府
の
臣
な
り
自
ら
言
ふ
能
く
蘭
疇
松
本

氏
を
知
る
と
而
池
田
氏
偶
微
恙
あ
り
研
海
之
を
診
す
函

根
を
去
る
に
臨
ん
て
寿
字
紙
一
葉
を
出
す
左
下
傍
に
家

康
の
二
字
あ
り
云
是
レ
東
照
公
七
十
御
賀
の
時
駿
府
ニ

在
り
て
書
き
給
ふ
寿
字
紙
七
十
葉
の
其
一
な
り
吾
家
古

く
之
を
蔵
す
今
其
一
を
君
に
贈
り
て
以
て
聊
謝
意
を
表

す
と
是
研
海
か
寿
字
紙
を
出
し
示
し
て
以
て
余
に
語
る

所
な
り
而
て
研
海
今
あ
ら
す
故
ニ
池
田
氏
以
て
之
を
所

持
す
る
所
を
知
る
に
由
な
く
況
や
其
真
偽
を
や
近

者
蘭
疇
氏
ニ
会
て
之
を
叩
く
云
池
田
某
の
鼻
祖
某

ハ
東
照
公
ニ
仕
へ
て
始
終
怩
近
の
臣
た
り
年
老
に

及
ん
て
其
菜
地
美
濃
某
地
に
一
寺
を
創
し
て
某
寺

と
称
し
自
ら
僧
と
な
り
て
之
ニ
居
る
没
す
る
に
及

ん
て
後
嗣
を
置
か
す
池
田
氏
数
口
米
を
其
地
の
庄

官
ニ
与
へ
て
以
て
此
寺
を
保
護
せ
し
む
故
ニ
其
無

住
寺
な
る
を
以
て
寺
中
の
什
物
者
皆
之
を
荘
官
の

家
ニ
蔵
せ
り
維
新
の
後
池
田
氏
流
落
し
て
旧
菜
地

美
濃
国
某
村
ニ
来
る
荘
官
之
を
待
遇
す
る
こ
と
甚

た
篤
志
且
池
田
家
維
持
の
事
を
周
旋
す
依
て
古
来

庄
官
ニ
預
り
蔵
す
る
所
の
某
寺
の
什
物
あ
る
を
報

知
す
其
中
に
一
長
櫃
あ
り
開
ひ
て
之
を
ミ
れ
者
満

櫃
皆
東
照
公
の
字
紙
就
中
大
ニ
見
る
へ
き
者
又
若

干
あ
り
池
田
氏
其
数
紙
を
携
へ
去
て
静
岡
よ
り
東

京
ニ
来
る
蓋
し
池
田
氏
性
磊
落
且
飲
を
嗜
む
故
ニ

酔
ニ
乗
し
て
漫
ニ
之
を
人
ニ
与
へ
或
ハ
以
て
酒
ニ

代
ふ
幾
な
ら
す
し
て
所
携
之
字
紙
皆
尽
き
た
り
於

是
又
庄
官
の
家
ニ
来
り
て
其
余
を
取
り
去
ら
ん
と

す
荘
官
可
か
す
為
に
村
人
と
謀
り
時
ら
其
櫃
を
護

し
て
東
京
ニ
来
り
松
本
氏
に
就
て
旧
地
頭
の
無
状

を
訴
へ
且
寺
の
什
物
を
売
り
て
以
て
池
田
家
維
持

の
法
を
立
ん
こ
と
を
話
し
櫃
を
発
ひ
て
字
紙
を
示

す
公
七
十
御
賀
の
時
の
御
揮
毫
の
寿
字
紙
を
は
数

葉
其
中
に
あ
り
蘭
疇
氏
周
旋
し
て
之
を
上
野
東
照

宮
の
神
庫
に
納
む
又
親
鸞
上
人
自
画
讃
の
法
念
上

人
の
肖
眼
あ
り
之
を
東
本
願
寺
ニ
納
む
因
て
夥
多

の
謝
金
を
得
た
り
荘
官
等
之
を
得
て
池
田
氏
維
持

の
目
的
初
め
て
立
ぬ
と
大
ニ
歓
喜
せ
り
研
海
所
持

の
寿
字
紙
も
即
チ
其
一
ニ
し
て
決
し
て
偽
し
き
物

に
あ
ら
す
と
是
レ
余
か
曽
て
蘭
疇
氏
の
話
を
聞
て

記
し
置
く
所
に
し
て
今
其
字
紙
を
潢
装
し
て
後
世

に
遺
せ
ん
と
す
故
ニ
改
め
て
之
を
書
し
て
寿
字
紙

の
後
と
附
す
る
な
り

　明
治
二
十
三
年
三
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　洞
海
林
疆
建
卿
謹
書



　幕
府
に
仕
え
た
蘭
方
医
で
維
新
後
は
静
岡
藩
の
沼
津

病
院
重
立
取
扱
を
つ
と
め
た
林
洞
海
が
遺
し
た
資
料
に
、

徳
川
家
康
直
筆
の「
寿
」と
い
う
書
が
あ
る
。掛
軸
に
表
装

さ
れ
た
そ
れ
に
は
、明
治
二
三
年（
一
八
九
〇
）に
洞
海
が

記
し
た「
東
照
公
親
筆
寿
字
紙
考
」と
題
す
る
解
説
が
付

さ
れ
て
い
る
。そ
の
解
説
に
よ
れ
ば
、駿
府
に
い
た
家
康

が
、七
〇
歳
の
記
念
と
し
て
七
〇
枚
を
揮
毫
し
た
も
の
の

一
枚
と
さ
れ
る
。洞
海
の
息
子
紀（
研
海
、幕
府
オ
ラ
ン
ダ

留
学
生
で
静
岡
藩
で
は
静
岡
病
院
の
頭
を
つ
と
め
た
医

師
）が
箱
根
芦
之
湯
に
滞
在
し
た
際
、た
ま
た
ま
湯
治
客

と
し
て
い
っ
し
ょ
に
な
っ
た
旧
幕
臣
池
田
某
の
病
気
を

診
察
し
て
や
っ
た
こ
と
か
ら
、そ
の
礼
と
し
て
池
田
か
ら

贈
ら
れ
た
と
い
う
。林
紀
は
明
治
一
五
年（
一
八
八
二
）に

没
し
て
い
る
の
で
、こ
の
書
を
も
ら
っ
た
の
が
そ
れ
以
前

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　紀
に
先
立
た
れ
た
洞
海
は
そ
れ
以
上
の
詳
し
い
由
来

を
知
る
す
べ
が
な
か
っ
た
が
、医
者
仲
間
で
あ
り
親
戚
で

も
あ
る
松
本
順（
蘭
疇
・
良
順
）が
池
田
某
と
知
り
合
い
で

あ
る
旨
を
紀
か
ら
聞
い
て
い
た
の
で
、こ
の
件
に
関
し
て

松
本
と
直
接
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。松
本
が
言
う
に

は
、池
田
某
の
先
祖
は
徳
川
家
康
に
近
侍
し
た
旗
本
で
あ

り
、老
後
は
領
地
が
あ
る
美
濃
国
の
某
村
に
寺
を
建
て
、

自
ら
僧
侶
に
な
っ
た
。そ
の
後
、そ
の
寺
は
無
住
と
な
っ

た
の
で
、池
田
の
先
祖
が
残
し
た
什
器
類
は
村
の
庄
屋
が

自
宅
で
保
管
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。明
治
維
新
の
後
、没

落
し
た
池
田
某
は
美
濃
国
の
そ
の
村
を
頼
り
、庄
屋
ら
も

池
田
家
の
存
続
に
力
を
尽
く
し
て
く
れ
た
。庄
屋
が
先
祖

代
々
預
か
っ
て
き
た
寺
の
什
器
類
が
入
っ
た
櫃
を
開
け

る
と
、徳
川
家
康
の
書
な
ど
が
入
っ
て
い
た
の
で
、池
田

某
は
そ
の
数
枚
を
携
え
て
上
京
し
た
。酒
好
き
だ
っ
た
池

田
某
は
、酔
っ
た
勢
い
で
他
人
に
気
前
よ
く
そ
れ
ら
を
与

え
て
し
ま
っ
た
上
、売
却
し
て
酒
代
に
し
て
し
ま
う
な
ど
、

持
参
し
た
書
は
す
ぐ
に
尽
き
て
し
ま
っ
た
。そ
こ
で
再
度

村
を
訪
問
し
、残
り
の
分
を
持
ち
去
ろ
う
と
し
た
が
、庄
屋

ら
は
そ
れ
を
拒
否
し
、上
京
し
て
松
本
順
に
事
情
を
相
談

し
た
。松
本
は
仲
介
の
労
を
と
り
、池
田
家
の
遺
物
の
中
か

ら「
寿
」の
字
を
上
野
東
照
宮
に
、親
鸞
の
讃
が
あ
る
法
然

上
人
肖
像
を
東
本
願
寺
に
納
め
さ
せ
る
な
ど
し
て
、寺
社

か
ら
の
謝
金
を
庄
屋
に
渡
し
た
。庄
屋
た
ち
も
池
田
家
維

持
の
た
め
の
資
金
が
で
き
た
こ
と
を
喜
ん
だ
と
い
う
。

　以
上
が
、林
洞
海
が
記
し
た「
東
照
公
親
筆
寿
字
紙
考
」

か
ら
読
み
取
れ
た
こ
と
で
あ
る
。で
は
、旧
幕
臣
池
田
某

と
は
誰
な
の
か
？

　そ
し
て
家
康
の
墨
跡
で
あ
る
と
さ

れ
る
も
の
の
真
偽
は
？

　実
は
、池
田
某
と
は
池
田
松
男（
そ
の
前
は
松
之
助
・
吉

左
衛
門
と
名
乗
る
、諱
は
長
世
、維
新
後
は
大
塚
姓
も
使

用
）と
い
い
、池
田
図
書
政
長
を
祖
と
す
る
旗
本
の
一
三

代
目
当
主
で
あ
り
、美
濃
国
・
上
総
国
で
五
〇
〇
石
を
領

し
た
。幕
末
に
は
講
武
所
剣
術
世
話
心
得
、小
姓
組
、奥
詰
、

遊
撃
隊
取
締
な
ど
を
歴
任
、亡
く
な
っ
た
の
は
明
治
二
一

年（
一
八
八
八
）だ
っ
た
。そ
し
て
、こ
の
池
田
松
男
こ
そ

は
、明
治
十
年
代
に
徳
川
家
康
の
偽
筆
を
多
数
作
製
し
、

各
地
の
東
照
宮
な
ど
に
奉
納
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
男

だ
っ
た
。有
名
な「
人
の
一
生
は
重
荷
を
負
て
」云
々
か
ら

始
ま
る「
東
照
宮
御
遺
訓
」も
、彼
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
ニ

セ
モ
ノ
が
き
っ
か
け
と
な
り
、広
く
世
に
流
布
す
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　池
田
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
家
康
の
偽
筆
に
は
、「
寿
」

の
字
や「
東
照
宮
御
遺
訓
」以
外
に
も
、「
虎
」「
武
運
長
久
」

と
い
っ
た
書
や
和
歌
、日
課
念
仏
、信
長
・
秀
吉
・
家
康
の

シ
リ
ー
ズ 

沼
津
兵
学
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林
洞
海
が
遺
し
た
徳
川
家
康
の
偽
筆

当館蔵
東照公親筆寿字紙考

手
形
、徳
川
十
六
神
将
の
手
形
、秀
忠
夫
人
に
与
え
た
訓

戒
な
ど
、実
に
多
く
の
種
類
や
数
が
存
在
し
た
。洞
海
が

記
し
た
中
に
も
あ
っ
た
通
り
、東
京
の
上
野
東
照
宮
に
も
、

明
治
一
一
年（
一
八
七
八
）か
ら
一
三
年
頃
に
池
田
に

よ
っ
て
奉
納
さ
れ
た「
寿
」の
字
の
掛
軸
が
現
存
し
て
い

る
と
の
こ
と（
た
だ
し
花
押
の
有
無
に
違
い
が
あ
り
）。こ

れ
ら
偽
物
の
数
々
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
し
た
先
学
の

研
究
に
よ
れ
ば
、池
田
が
ニ
セ
モ
ノ
作
り
に
手
を
染
め
た

の
は
、幕
末
、先
祖
伝
来
の
陣
太
鼓
に
家
康
が
関
ケ
原
の

合
戦
で
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
墨
書
を
入
れ
、他
人

に
譲
渡
し
た
の
が
最
初
で
、そ
の
後
は
明
治
一
一
年
か
ら

一
三
年
に
か
け
て
家
康
の
偽
筆
を
盛
ん
に
世
に
送
り
出

し
た
と
す
る
。そ
の
一
連
の
捏
造
に
は
協
力
者
が
お
り
、

旧
幕
臣
の
名
士
で
あ
る
松
本
順
・
石
川
桜
所
・
岩
田
通
徳
・

勝
海
舟
・
山
岡
鉄
舟
・
高
橋
泥
舟
ら
が
、偽
物
と
知
っ
て
い

な
が
ら
ホ
ン
モ
ノ
で
あ
る
と
鑑
定
し
た
ほ
か
、奉
納
の
仲

介
役
に
な
る
な
ど
、池
田
の
行
為
の
幇
助
者
に
な
っ
て
い

た
と
す
る
。そ
し
て
、彼
ら
の
動
機
と
し
て
は
、単
な
る
無

知
や
悪
意
で
は
な
く
、明
治
の
新
時
代
に
な
じ
め
ず
、江

戸
の
栄
光
に
す
が
り
付
こ
う
と
す
る
池
田
の
心
性
が
家

康
の
虚
像
づ
く
り
へ
と
収
斂
し
て
い
っ
た
可
能
性
、そ
し

て
そ
の
よ
う
な
池
田
に
同
情
し
、愛
惜
し
た
の
が
松
本
や

三
舟
ら
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る（
徳
川
義
宣

「
一
連
の
徳
川
家
康
の
偽
筆
と
日
課
念
佛
」『
金
鯱
叢
書
』

第
八
輯
、一
九
八
一
年
、徳
川
黎
明
会
）。

　し
か
し
、林
洞
海
が
記
し
た「
東
照
公
親
筆
寿
字
紙
考
」

か
ら
は
、池
田
の
行
為
の
背
景
に
は
、酒
に
溺
れ
が
ち

だ
っ
た
性
格
と
生
活
の
困
窮
、そ
れ
を
経
済
的
に
支
援
し

よ
う
と
し
た
松
本
順
と
旧
知
行
所
の
村
人
た
ち
と
い
う

存
在
が
新
た
に
浮
上
し
た
。江
戸
時
代
の
領
民
が
領
主
に

よ
る
強
制
的
な
借
金
に
苦
し
め
ら
れ
た
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
る
。ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、美
濃
の
村
人
た
ち
は
、純
粋

に
元
の
殿
様
に
同
情
し
た
わ
け
で
は
な
く
、残
さ
れ
た
債

務
を
返
済
さ
せ
る
べ
く
、家
康
の
偽
筆
を
大
量
生
産
さ
せ

た
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
た
く
な
る
が
、考
え
す
ぎ
で
あ

ろ
う
か
。

　そ
し
て
新
た
に
追
加
で
き
る
事
実
と
し
て
は
以
下
の

点
も
あ
る
。洞
海
が
記
し
た
中
に
は
、池
田
が
静
岡
か
ら

東
京
に
来
た
と
の
一
節
が
あ
る
が
、池
田
は
静
岡
移
住
の

旧
幕
臣
つ
ま
り
静
岡
藩
士
で
は
な
く
、朝
臣
、す
な
わ
ち

維
新
の
際
に
徳
川
の
臣
列
か
ら
離
れ
新
政
府
に
所
属
替

え
し
た
旧
幕
臣
だ
っ
た
。慶
応
四
年
三
月
に
采
地
へ
の
土

着
願
を
提
出
、四
月
に
は
尾
張
藩
か
ら
の
勧
誘
を
受
け
勤

王
証
書
を
提
出
、七
月
に
は
上
京
願
を
提
出
し
、一
一
月

に
は
朝
臣
に
差
し
加
え
ら
れ
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る

（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
文
書
）。実
際
に
美
濃
へ
向
け
江
戸

を
出
立
し
た
の
は
四
月
三
日
の
こ
と
だ
っ
た（『
旗
本
三

嶋
政
養
日
記
』）。父
新
之
助
は
上
総
国
の
所
領
瀬
又
村

（
現
市
原
市
）に
土
着
し
、あ
え
て
父
子
で
別
々
の
居
住
地

を
選
ん
だ
ら
し
い
。明
治
三
年（
一
八
七
〇
）一
二
月
に
松

之
助
が
瀬
又
村
の
名
主
に
送
っ
た
金
銭
無
心
の
手
紙
に

は
、「
濃
州
ニ
は
多
分
之
借
用
金
も
有
之
」な
ど
と
記
し
て

お
り
、す
で
に
領
主
・
領
民
の
関
係
が
切
れ
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず（
瀬
又
村
は
菊
間
藩
領
に
な
っ
て
い
た
）、

図
々
し
く
も
さ
ら
な
る
借
金
を
重
ね
よ
う
と
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る（『
市
原
市
史

　資
料
集（
近
世
編
４
）』）。

新
政
府
で
松
之
助
は
一
時
海
軍
に
入
っ
た
よ
う
で
、明
治

三
年
か
ら
軍
艦
附
使
役
試
補
を
つ
と
め
た
ほ
か
、四
年
や

六
年
に
は
撃
剣
場
設
置
を
東
京
府
に
願
い
出
た
こ
と
な

ど
が
わ
か
っ
て
い
る
。な
ぜ
か
、明
治
二
年
七
月
に
は
吉

左
衛
門
と
改
名
、さ
ら
に
翌
年
に
は
松
男
と
改
名
し
た

（
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
文
書
）。い
ち
早
く
朝
臣
と
な
っ

て
徳
川
の
臣
列
か
ら
離
脱
し
た
池
田
で
あ
っ
た
が
、あ
ま

り
上
手
に
明
治
の
世
を
渡
る
こ
と
が
で
き
ず
零
落
し
て

い
っ
た
。そ
し
て
、皮
肉
に
も
徳
川
家
康
の
虚
像
づ
く
り

に
邁
進
し
た
と
い
え
る
。

　林
洞
海
・
紀
父
子
は
、こ
れ
が
真
っ
赤
な
偽
物
で
あ
る

こ
と
も
知
ら
な
か
っ
た
し
、池
田
の
詐
欺
行
為
に
加
担
し

た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
が
、聞
き
書
き
と
と
も
に
実
物
を

大
切
に
保
存
し
て
く
れ
た
お
蔭
で
、奇
妙
な
事
実
の
一
端

が
後
世
に
伝
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
樋
口
雄
彦
）

　東
照
公
親
筆
寿
字
紙
考

研
海
曽
て
函
根
の
蘆
湯
ニ
浴
す
時
に
同
游
者
ニ
池
田
某

者
あ
り
徳
川
幕
府
の
臣
な
り
自
ら
言
ふ
能
く
蘭
疇
松
本

氏
を
知
る
と
而
池
田
氏
偶
微
恙
あ
り
研
海
之
を
診
す
函

根
を
去
る
に
臨
ん
て
寿
字
紙
一
葉
を
出
す
左
下
傍
に
家

康
の
二
字
あ
り
云
是
レ
東
照
公
七
十
御
賀
の
時
駿
府
ニ

在
り
て
書
き
給
ふ
寿
字
紙
七
十
葉
の
其
一
な
り
吾
家
古

く
之
を
蔵
す
今
其
一
を
君
に
贈
り
て
以
て
聊
謝
意
を
表

す
と
是
研
海
か
寿
字
紙
を
出
し
示
し
て
以
て
余
に
語
る

所
な
り
而
て
研
海
今
あ
ら
す
故
ニ
池
田
氏
以
て
之
を
所

持
す
る
所
を
知
る
に
由
な
く
況
や
其
真
偽
を
や
近

者
蘭
疇
氏
ニ
会
て
之
を
叩
く
云
池
田
某
の
鼻
祖
某

ハ
東
照
公
ニ
仕
へ
て
始
終
怩
近
の
臣
た
り
年
老
に

及
ん
て
其
菜
地
美
濃
某
地
に
一
寺
を
創
し
て
某
寺

と
称
し
自
ら
僧
と
な
り
て
之
ニ
居
る
没
す
る
に
及

ん
て
後
嗣
を
置
か
す
池
田
氏
数
口
米
を
其
地
の
庄

官
ニ
与
へ
て
以
て
此
寺
を
保
護
せ
し
む
故
ニ
其
無

住
寺
な
る
を
以
て
寺
中
の
什
物
者
皆
之
を
荘
官
の

家
ニ
蔵
せ
り
維
新
の
後
池
田
氏
流
落
し
て
旧
菜
地

美
濃
国
某
村
ニ
来
る
荘
官
之
を
待
遇
す
る
こ
と
甚

た
篤
志
且
池
田
家
維
持
の
事
を
周
旋
す
依
て
古
来

庄
官
ニ
預
り
蔵
す
る
所
の
某
寺
の
什
物
あ
る
を
報

知
す
其
中
に
一
長
櫃
あ
り
開
ひ
て
之
を
ミ
れ
者
満

櫃
皆
東
照
公
の
字
紙
就
中
大
ニ
見
る
へ
き
者
又
若

干
あ
り
池
田
氏
其
数
紙
を
携
へ
去
て
静
岡
よ
り
東

京
ニ
来
る
蓋
し
池
田
氏
性
磊
落
且
飲
を
嗜
む
故
ニ

酔
ニ
乗
し
て
漫
ニ
之
を
人
ニ
与
へ
或
ハ
以
て
酒
ニ

代
ふ
幾
な
ら
す
し
て
所
携
之
字
紙
皆
尽
き
た
り
於

是
又
庄
官
の
家
ニ
来
り
て
其
余
を
取
り
去
ら
ん
と

す
荘
官
可
か
す
為
に
村
人
と
謀
り
時
ら
其
櫃
を
護

し
て
東
京
ニ
来
り
松
本
氏
に
就
て
旧
地
頭
の
無
状

を
訴
へ
且
寺
の
什
物
を
売
り
て
以
て
池
田
家
維
持

の
法
を
立
ん
こ
と
を
話
し
櫃
を
発
ひ
て
字
紙
を
示

す
公
七
十
御
賀
の
時
の
御
揮
毫
の
寿
字
紙
を
は
数

葉
其
中
に
あ
り
蘭
疇
氏
周
旋
し
て
之
を
上
野
東
照

宮
の
神
庫
に
納
む
又
親
鸞
上
人
自
画
讃
の
法
念
上

人
の
肖
眼
あ
り
之
を
東
本
願
寺
ニ
納
む
因
て
夥
多

の
謝
金
を
得
た
り
荘
官
等
之
を
得
て
池
田
氏
維
持

の
目
的
初
め
て
立
ぬ
と
大
ニ
歓
喜
せ
り
研
海
所
持

の
寿
字
紙
も
即
チ
其
一
ニ
し
て
決
し
て
偽
し
き
物

に
あ
ら
す
と
是
レ
余
か
曽
て
蘭
疇
氏
の
話
を
聞
て

記
し
置
く
所
に
し
て
今
其
字
紙
を
潢
装
し
て
後
世

に
遺
せ
ん
と
す
故
ニ
改
め
て
之
を
書
し
て
寿
字
紙

の
後
と
附
す
る
な
り

　明
治
二
十
三
年
三
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　洞
海
林
疆
建
卿
謹
書



　明
治
後
期
か
ら
大
正
期
、江
原
素
六
は
人
々
の
前
で
講

演
を
す
る
機
会
が
少
な
く
な
か
っ
た
。政
治
家
で
は
な
く

教
育
者
と
し
て
演
壇
に
立
っ
た
時
の
演
目
に
は
、一
般
の

人
々
に
対
し
修
養
を
説
く
内
容
が
多
か
っ
た
。古
今
東
西

の
さ
ま
ざ
ま
な
逸
話
を
例
に
引
き
つ
つ
、わ
か
り
や
す
さ

を
心
掛
け
た
講
話
で
あ
る
。話
の
中
に
は
自
ら
の
体
験
を

織
り
交
ぜ
る
こ
と
が
頻
繁
に
あ
り
、彼
の
履
歴
や
交
友
関

係
な
ど
に
つ
い
て
、思
わ
ぬ
発
見
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
こ
で
紹
介
す
る「
江
原
翁
の
給
仕
立
志
談（
下
）」（『
東

京
朝
日
新
聞
』明
治
四
〇
年
一
月
五
日
）と
い
う
講
演
録

も
そ
の
一
例
で
あ
る
。ア
ル
バ
イ
ト
を
し
な
が
ら
苦
学
し

て
立
身
へ
の
道
を
つ
か
ん
だ
と
い
う
、幕
末
に
お
け
る
自

身
の
体
験
を
述
べ
た
後（「（
上
）」『
東
京
朝
日
新
聞
』明
治

三
九
年
一
二
月
三
一
日
）、知
り
合
い
で
あ
る
肥
田
浜
五

郎
の
同
様
の
逸
話
を
出
し
な
が
ら
、さ
ら
に
他
の
例
に
つ

い
て
も
紹
介
す
る
。

私
が
二
十
七
の
時
陸
軍
に
少
佐
を
し
て
居
ま
し
た
、其

時
の
給
仕
を
し
て
居
た
人
が
如
何
に
も
熱
心
で
怜
悧

に
立
ち
働
く
上
に
暇
が
あ
れ
ば
読
書
を
し
て
居
る
、私

は
之
を
給
仕
と
は
思
は
ず
実
に
尊
敬
す
べ
き
人
だ
と

思
つ
て
居
ま
し
た
、す
る
と
大
阪
に
幼
年
学
校
が
出
来

ま
し
た
か
ら
、私
は
第
一
番
に
選
抜
し
て
幼
年
学
校
へ

入
れ
ま
し
た
ら
、其
程
の
熱
心
家
だ
か
ら
無
論
成
績
も

良
い
、後
に
は
仏
国
へ
留
学
を
命
ぜ
ら
る
ゝ
な
ど
で
、

今
で
は
少
将
に
成
つ
て
居
ま
す
、其
れ
は
御
存
知
の
人

も
あ
り
ま
せ
う
が
彼
の
旅
順
の
戦
で
間
接
射
撃
を
し

て
敵
艦
の
二
三
隻
も
撃
沈
め
た
と
云
ふ
加
藤
君
で
あ

り
ま
す

と
い
う
の
が
注
目
し
た
い
一
節
で
あ
る
。

　「加
藤
君
」と
は
、こ
の
内
容
か
ら
陸
軍
少
将
加
藤
泰
久

（
一
八
五
四
〜
一
九
一
七
）で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。加
藤

は
徒
歩
砲
兵
第
三
連
隊
長
と
し
て
日
露
戦
争
に
出
征
、乃

木
希
典
率
い
る
第
三
軍
に
属
し
旅
順
要
塞
攻
略
に
戦
功

を
あ
げ
た
の
で
あ
る
。江
原
が
二
七
歳
の
時
に
陸
軍
少
佐

だ
っ
た
と
い
う
の
は
、あ
く
ま
で
幕
府
陸
軍
、あ
る
い
は

静
岡
藩
時
代
の
こ
と
で
あ
り
、そ
の
下
で
加
藤
少
年
が
給

仕
を
し
て
い
た
と
い
う
の
も
沼
津
兵
学
校
で
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。泰
久
の
父
加
藤
泰
吉（
庄
之
助
）は
、清
水
附
や

勘
定
、書
院
番
格
な
ど
の
経
歴
を
持
ち
、高
二
〇
石
四
人

扶
持
の
幕
臣
だ
っ
た
が（『
江
戸
幕
臣
人
名
事
典
』第
二

巻
）、移
住
先
の
沼
津
で
は
窮
乏
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
、息
子
を
働
か
せ
た
の
で
あ
る
。頭
が
よ
く
勉
強
熱
心

だ
っ
た
泰
久
は
、江
原
の
目
に
留
ま
り
、明
治
三
年（
一
八

七
〇
）一
二
月
、明
治
政
府
の
命
に
よ
り
静
岡
藩
が
大
阪

兵
学
寮（
幼
年
学
舎
）へ
貢
進
生
を
送
り
出
す
際
、六
名
の

一
人
に
選
抜
さ
れ
た
。そ
の
年
九
月
、加
藤
は
沼
津
兵
学

校
第
六
期
資
業
生
に
及
第
し
て
い
た
。明
治
陸
軍
で
は
陸

軍
士
官
学
校
に
進
学
し
、フ
ラ
ン
ス
へ
の
留
学（
明
治
二

〇
〜
二
三
年
）も
は
た
し
た
。

　江
原
と
加
藤
に
つ
い
て
、こ
の
よ
う
な
関
係
性
を
記
し

た
文
献
は
他
に
は
見
当
た
ら
ず
、興
味
深
い
記
事
で
あ
る
。

加
藤
が
、明
治
四
五
年（
一
九
一
二
）に
開
催
さ
れ
た
江
原

の
古
稀
祝
賀
会
の
発
起
人
に
名
を
連
ね
て
い
る
の
も
、こ

の
よ
う
な
関
係
が
前
提
に
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。

（
樋
口
雄
彦
）

江
原
素
六
と
そ
の
周
辺
66

陸
軍
少
将
加
藤
泰
久
と
江
原
素
六

加藤泰久
明治29年（1896）
山本龍太氏寄贈
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史料館を使ってね！

二
〇
二
三
年
一
月

通
巻
152
号

■シリーズ　沼津兵学校とその人材　107
　　　　　　　林洞海が遺した徳川家康の偽筆
■江原素六とその周辺　66
　　　　　　　陸軍少将加藤泰久と江原素六
■明治史料館の教育普及活動

徳川家康筆「寿」（偽筆）
慶長16年（1611）11月28日

（当館蔵）


