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ご

熊
本
県
下
で
初
め
て
の
内
閣
総
理
大
臣
。

四
十
七
歳
で
松
方
内
閣
の
司
法
大
臣
、そ

の
後
も
山
県
・
桂
各
内
閣
の
司
法
大
臣
を

歴
任
。当
時
制
定
さ
れ
た
刑
法
・民
法
等
は

ほ
と
ん
ど
清
浦
奎
吾
が
つ
く
っ
た
も
の
で

「
我
が
国
警
察
界
の
恩
人
」と
言
わ
れ
る
。

農
商
務
大
臣
時
代
は
、耕
地
整
理
と
土
地

改
良
事
業
を
推
進
し
、林
業
試
験
場
を
創

設
。枢
密
院
議
長
を
経
て
、大
正
一
三
年
遂

に
内
閣
総
理
大
臣
に
。「
清
浦（
奎
堂
）文

庫
」の
設
立
、「
清
浦
賞
」の
設
立
な
ど
故
郷

の
後
進
の
育
成
に
も
貢
献
。高
風
清
節
の

士
。従
一
位
大
勲
位
受
章
。

熊
本
県
初
の
総
理
大
臣
（
一
八
五
〇
〜
一
九
四
二
）
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大た
い

器き

を
思お

も

わ
せ
る
幼よ

う

少し
ょ
う

時じ

代だ
い

国こ
く
ど
う道

三
二
五
号ご

う

沿ぞ

い
の
鹿か

本も
と

町ま
ち

来く

民た
み

か
ら
、
北
へ
十
分
も
歩
く
と
、
左
手

百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
、
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
山さ

ん
も
ん門

と
高
い
御お

堂ど
う

の
屋や
　
ね根

瓦が
わ
らが

見
え
ま
す
。
本
願
寺
派
の
明み

ょ
う
し
ょ
う
じ

照
寺
で
す
。
嘉か

永え
い

三
年
（
一
八
五
〇
）
二
月
十

四
日
、
清き

よ
う
ら浦

は
こ
の
お
寺て

ら

で
生
を
受う

け
ま
し
た
。
父ち

ち

は
大お

お

久く

保ぼ

了り
ょ
う
お
ん恩、

母は
は

は

幸さ
ち

と
い
い
ま
し
た
。

「
私
の
生せ

い

家か

は
格か

く
べ
つ別

貧
乏
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
が
、
ま
た
金か

ね

持も

ち

と
い
う
の
で
は
勿も

ち
ろ
ん論

な
か
っ
た
。
兄
弟
六
人
中
の
五
番
目
だ
っ
た
か
ら
、
学が

く

資し

も
不
十
分
だ
っ
た
し
、
親
の
遺い

産さ
ん

な
ど
は
何
一
つ
相そ

う
ぞ
く続

し
た
も
の
は
な

い
。
」
と
述じ

ゅ
っ
か
い懐し

て
い
る
よ
う
に
、
特と

く
べ
つ別

な
門も

ん
ば
つ閥

も
な
い
ご
く
普ふ

通つ
う

の
お
寺て

ら

の
五ご

男な
ん

坊ぼ
う

で
し
た
。

幼よ
う
め
い名

は
普ふ

じ
ゃ
く寂

と
い
い
ま
し
た
。

嘉
永
年
間
と
い
え
ば
、
江
戸
で
は
ペ
リ
ー
が
黒
船
を
率ひ

き

い
て
浦う

ら

賀が

に
来
航

し
た
頃こ

ろ

で
、
何な

に

か
と
世せ

じ
ょ
う
そ
う
ぜ
ん

情
騒
然
と
し
始は

じ

め
た
こ
ろ
で
す
が
、
肥ひ

後ご

の
片か

た
い
な田

舎か

ま
で
は
及お

よ

び
よ
う
が
な
く
、
ま
だ
の
ん
び
り
と
し
て
い
ま
し
た
。
幼お

さ
な
と
も
だ
ち

友
達
と

た
こ
揚あ

げ
に
興き

ょ
うじ

た
り
、
夏
は
寺
の
す
ぐ
そ
ば
を
流
れ
る
井い

手で

で
水
遊
び
を

し
た
り
、
秋
は
野
山
で
果か

実じ
つ

取と

り
や
椎し

い

の
実み

拾ひ
ろ

い
を
し
、
冬ふ

ゆ

は
ね
ん
ぎ
・
は

ま
投
げ
の
遊あ

そ

び
や
竹た

け
う
ま馬

の
競き

ょ
う
そ
う走に

夢む
ち
ゅ
う中

に
な
り
ま
し
た
。

父
の
了
恩
は
、
国こ

く
が
く学

・
漢か

ん
が
く学

の
素そ

養よ
う

も
深
く
、
近
所
の
子し

弟て
い

を
集
め
て
、

読
書
や
習
字
を
教
え
て
い
ま
し
た
。
自
然
と
、
彼
も
こ
の
父
に
つ
い
て
『
論ろ

ん

語ご

』
や
『
中ち

ゅ
う
よ
う庸』

を
習
い
、
『
源げ

ん
ぺ
い
せ
い
す
い

平
盛
衰
記き

』
や
『
菊き

く

池ち

軍ぐ
ん

記き

』
な
ど
の
戦せ

ん

記き

物も
の

を
読よ

み
ふ
け
り
ま
し
た
。
十
一
歳
の
頃
か
ら
近
く
の
医
師
に
つ
い
て
漢

学
の
勉
強
も
し
ま
し
た
。
そ
の
才さ

い
の
う能

は
人
に
抜ぬ

き
ん
で
て
素す

晴ば

ら
し
い
も
の

で
し
た
。
利り

発は
つ

な
明
照
寺
の
五
男
坊
は
次し

第だ
い

に
生せ

い
ら
い来

の
天て

ん
ぶ
ん分

を
発
揮
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

あ
る
日
、
普
寂
が
友
達
と
寺
の
門も
ん
ぜ
ん前

で
遊
ん
で
い
る
と
、
馬
を
ひ
い
た
馬ま

子ご

が
通と

お

り
か
か
り
ま
し
た
。
見
る
と
馬
の
口く

ち
も
と元

の
手た

綱づ
な

を
だ
ら
し
な
く
緩ゆ

る

め

て
い
ま
し
た
。
そ
の
姿す

が
たを

普
寂
は
す
ぐ
に
見
と
が
め
て
、

「
手
綱
は
口
元
三
尺し

ゃ
く（

約や
く

一
メ
ー
ト
ル
）
と
い
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

だ
ら
し
な
く
緩
め
て
い
る
と
、
通と

お

り
が
か
り
の
人
に
噛か

み
つ
く
こ
と
が
な
い

と
も
限か

ぎ

り
ま
せ
ん
。
ま
た
道み

ち
ば
た端

の
作
物
を
食
い
荒
ら
す
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

万
が
一
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
口
元
三
尺
を
守
ら
な
い
の
は
、
馬
子
の

不ふ

心こ
こ
ろ
え得

で
す
。
」
と
馬
子
に
対
し
て
説せ

っ
ぽ
う法

を
し
た
と
い
い
ま
す
。

馬
子
は
返
す
言
葉
も
な
く
、
少
年
普
寂
の
言
う
と
お
り
に
手
綱
を
引
き
締

め
ま
し
た
。

し
か
し
、
父
の
了
恩
は
彼
の
こ
の
よ
う
な
才さ

い

気き

の
先
走
り
を
心
配
し
て
強

く
戒い

ま
しめ

た
の
で
、
彼
自じ

身し
ん

も
自
分
の
高こ

う
ま
ん慢

を
深
く
恥は

じ
ま
し
た
。

ま
た
、
普
寂
は
町
内
の
日ひ

の
く
ま
ど
う
じ
ょ
う

隈
道
場
で
剣
道
に
励
ん
で
い
ま
し
た
。
あ
る
時
、

道ど
う
じ
ょ
う
ぬ
し

場
主
が
普
寂
に
、

「
お
寺
の
子
ど
も
が
ど
う
し
て
剣
道
を
習
う
の
か
。
」

と
尋た

ず

ね
ま
す
と
、

「
私
は
坊ぼ

う

さ
ん
に
な
る

つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

将し
ょ
う
ら
い
く
に

来
国
の
た
め
に
な
る
立り

っ

派ぱ

な
人
に
な
る
た
め
、
勉

強
と
と
も
に
体
を
鍛き

た

え
て

い
る
の
で
す
。
」

と
は
っ
き
り
答こ

た

え
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
明
照
寺
で

は
長ち

ょ
う
な
ん男が

家
に
残
り
、
次じ

男な
ん

以
下
は
、
同
じ
来く

た

民み

町ま
ち

の
大だ

い

光こ
う

寺じ

を
は
じ
め
、
県け

ん

下か

の
お
寺
に
そ
れ
ぞ
れ
養よ

う

子し

と
し
て
出
て
い
き
ま
し

た
。
少
年
普
寂
も
ま
た
僧そ
う

侶り
ょ

と
な
る
た
め
、
熊く

ま
も
と本

城じ
ょ
う

下か

の
寺じ

院い
ん

と
し
て
名め

い
も
ん門

の

明照寺
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咸か
ん

宜ぎ

園え
ん

時じ

代だ
い

世よ

の
中
の
動う

ご

き
は
、
ま
す
ま
す
騒さ

わ

が
し
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
普
寂
は

「
こ
の
よ
う
な
世
の
中
の
流
れ
の
時
、
片
田
舎
で
の
勉
強
で
は
だ
め
だ
。
も

っ
と
、
大
き
な
天
下
の
動
き
が
わ
か
る
と
こ
ろ
へ
出
て
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
考
え
ま
し
た
。

そ
こ
で
普
寂
は
、
広ひ

ろ

瀬せ

淡た
ん
そ
う窓

が
開か

い
じ
ゅ
く塾し

た
日ひ
　
た田

の
咸
宜
園
に
行い

き
た
い
と

願ね
が

い
ま
し
た
。
そ
こ
は
、
九
州
は
も
と
よ
り
、
全
国
か
ら
秀し

ゅ
う
さ
い才が

ぞ
く
ぞ
く

集
ま
っ
て
く
る
と
こ
ろ
で
し
た
。
両
親
は
な
か
な
か
許ゆ

る

し
て
は
く
れ
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
母
親
が
希
望
を
認
め
て
く
れ
、
父
親
か
ら
も
や
っ
と
許
し
が
出

父了恩と普寂（12歳）

浄じ
ょ
う
ぎ
ょ
う
じ

行
寺
に
養
子
と
し
て
養や

し
なわ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
十
二
歳
の
頃
で
す
。

し
か
し
、
読ど

き
ょ
う経

・
勤ご

ん
ぎ
ょ
う行は

彼
の
志

こ
こ
ろ
ざ
しと

も
趣し

ゅ

味み

と
も
合
わ
ず
、
や
が
て
養よ

う

家か

を

去さ

っ
て
来
民
に
帰か

え

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

向こ
う
が
く
し
ん

学
心
に
燃も

え
、
将
来
へ
の
大た

い

志し

を
抱い

だ

く
普
寂
は
、
十
三
歳
の
秋
、
大お

お

津づ

の
大お

お

矢や

野の

塾じ
ゅ
くに

入
り
、
勉
強
に
打う

ち
込こ

み
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
大
矢
野
格か

く

次じ

に
つ
い
て
経け

い
し
ょ書

を
学
び
、
渋し

ぶ

江え

公こ
う

木き

か
ら
は
詩し

文ぶ
ん

を
教お

し

え
ら
れ
ま
し
た
。
読よ

み
た
い
本
が
な
か
な
か
手
に
入
り
ま
せ
ん
の
で
、
人
か
ら
借か

り
た
り
、
写し

ゃ
ほ
ん本

を
し
た
り
し
て
、
『
日
本
外が

い

史し

』
や
『
太た

い
こ
う閤

記き

』
な
ど
に
読
み
ふ
け
り
ま
し

た
。「

大
矢
野
塾
で
は
学
ん
で
得え

る
と
こ
ろ
が
少す

く

な
く
な
か
っ
た
」
と
普
寂
は

当
時
の
こ
と
を
述じ

ゅ
っ
か
い懐し

て
い
ま
す
が
、
記き

述じ
ゅ
つさ

れ
て
い
る
漢か

ん

詩し

の
程
度
の
高

さ
、
情

じ
ょ
う
ち
ょ
ひ
ょ
う
げ
ん

緒
表
現
の
細
や
か
さ
な
ど
驚お

ど
ろか

さ
れ
る
内な

い
よ
う容

ば
か
り
で
し
た
。

普
寂
が
大
矢
野
塾
で
勉べ

ん
が
く学

を
続
け
る
中
、
天
下
の
形け

い
せ
い勢

は
い
よ
い
よ
急

を
告つ

げ
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。
桜さ

く
ら
だ
も
ん
が
い

田
門
外
の
変へ

ん

、
薩さ

つ
え
い
せ
ん
そ
う

英
戦
争
、
蛤は

ま
ぐ
り
ご
も
ん

御
門
の
変
、

長
ち
ょ
う
し
ゅ
う
せ
い
ば
つ

州
征
伐
、
勤き

ん
の
う王

佐さ

幕ば
く

の
争あ

ら
そい

、
鎖さ

国こ
く

・
開か

い
こ
く国

の
も
つ
れ
な
ど
天
下
挙あ

げ
て

の
騒さ

わ

ぎ
へ
と
広ひ

ろ

が
り
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。

ま
し
た
。

来
民
か
ら
日
田
へ
行い

く
の

に
は
二
つ
の
道み

ち
す
じ筋

が
あ
り
ま

し
た
。
南な

ん
か
ん関

か
ら
久く

留る

米め

に

出
て
日
田
に
行
く
の
が
本ほ

ん
ど
う道

で
、
矢や

谷た
に

か
ら
宿や

ど

ヶ
峰み

ね

を
越こ

え
、
鯛た

い

生お

か
ら
日
田
に
出
る

の
が
間か

ん
ど
う道

で
す
。
最さ

い
し
ょ初

彼
は

遠
回
り
で
も
本
道
を
行い

っ
て

い
ま
し
た
が
、
後あ

と

に
は
間
道

を
行
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

間
道
は
、
獣け

も
のが

い
た
り
お
い

は
ぎ
が
い
た
り
で
大た

い
へ
ん変

な
道

で
し
た
。

平
成
一
三
年ね

ん

度ど

よ
り
、
来く

民た
み

小
学
校
、
稲い

な

田だ

小
学
校
、

中な
か
ど
み富

小
学
校
の
三
小
学
校
の
六
年
生
が
「
立り

っ

志し

の
道
を
歩
こ
う
」
を
行
っ
て

い
ま
す
。
夏な

つ
や
す休

み
を
利り

用よ
う

し
て
、
こ
の
間
道
を
歩
い
て
咸
宜
園
へ
行
き
、
清

浦
奎け

い

吾ご

の
足そ

く

跡せ
き

を
た
ど
っ
て
い
ま
す
。

「立志の道を歩こう」の様子



清浦 奎吾 
KIYOURA  KEIGO  1850～1942

熊本県初の総理大臣

4

さ
て
、
普
寂
の
日
田
「
咸

宜
園
」
で
の
留り

ゅ
う
が
く
せ
い
か
つ

学
生
活
で
す

が
、
咸
宜
園
の
教
科
書
は

『
四し

書し
ょ

五ご

経き
ょ
う』

に
は
じ
ま
り
、

『
十じ

ゅ
う
は
っ
し
り
ゃ
く

八
史
略
』
・
『
文ぶ

ん
し
ょ
う章軌き

範は
ん

』
・
『
日
本
外
史
』
の
ほ

か
、
詩し

ぶ
ん
し
ゅ
う

文
集
な
ど
で
し
た
が
、

そ
の
学が

く
ふ
う風

は
、
本
を
読よ

む
さ

い
字じ

句く

の
解か

い
し
ゃ
く釈に

こ
だ
わ
ら

ず
、
大お

お
す
じ筋

が
わ
か
れ
ば
良
い

と
し
ま
し
た
。
教
え
方
は
厳き

び

し
か
っ
た
の
で
す
が
導み

ち
びき

方か
た

は
親し

ん

切せ
つ

で
、
師
弟
の
間
に
は

何い

時つ

も
暖あ

た
たか

い
も
の
が
流
れ

て
い
ま
し
た
。
最も

っ
とも

留り
ゅ
う意い

さ

重じ
ゅ
う

要よ
う

な
役や

く

割わ
り

を
果は

た
す
奎け

い

吾ご

帰き
き
ょ
う郷

し
て
一
年
、
清
浦
奎
吾
は
将
来
を
目
ざ
し
て
上

じ
ょ
う
き
ょ
う

京
し
ま
し
た
。
上
京

し
た
奎
吾
は
、
学
校
改か

い
せ
い
し
ょ

正
所
で
手し

ゅ
わ
ん腕

を
認み

と

め
ら
れ
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
、

大だ
ん
し
ん
い
ん
け
ん
じ
き
ょ
く

審
院
検
事
局
の
検け

ん

事じ

・
監

か
ん
ご
く
き
ょ
く
ち
ょ
う

獄
局
長
な
ど
で
活
躍
し
ま
し
た
。

清
浦
は
、
四
十
三
歳
で
司し

法ほ
う

次じ

官か
ん

と
な
り
、
そ
の
後
、
司
法
大だ

い
じ
ん臣

を
三
回
、

農の
う
し
ょ
う
む

商
務
大
臣
・
内な

い

務む

大
臣
な
ど
を
歴れ

き
に
ん任

し
、
大
き
な
功こ

う
せ
き績

を
残
し
ま
し
た
。

ちょっとコラム
● 来
  く  たみ

民に帰る途中、鯛
たい

生
お

まで来ると、日が暮れてしまった。道沿いの農家に一夜の

宿を頼んだが断
ことわ

られてしまった。困り果てた普寂は一
いっけい

計を案じた。

馬小屋の馬の鼻
はなづら

面に唐
とうがら  し  

辛子を塗
ぬ

りつけた。馬は苦
くる

しみだし、家の人は大あわて

となった。そこへ普寂が現
あらわ

れ、「さて、私にいささかの心
こころえ

得がある。治
なお

してあげ

よう。」と言って、お湯
ゆ

に茶
ちゃ

かすと黄
  き  いろ

色い粉
こなぐすり

薬（壁
かべつち

土）を溶
と

かし、馬の鼻面を

洗ってやった。馬はたちどころに静
しず

かになり、ケロリと治
なお

った。家の人はたいそ

う喜
よろこ

び、一夜の宿を与
あた

えてくれるとともに、ご馳
ち

走
そう

してくれた。

後に、清
きようらけい

浦奎吾
ご

は「これは誰かの作り話だろう。そんな度
どきょう

胸と頓
とん

知
ち

があった

ら、今ごろはもっと偉い人物になっていただろう」と否定しているが、こんな話

が出るところをみると、相当の茶
ちゃ

目
め

っ気
け

のあるいたずら小
こ

僧
ぞう

でもあったようだ。

● 咸宜園に入
にゅうじゅく

塾した普寂は、一生懸命勉
べんがく

学に励
はげ

んだ。その努力は大変な物だった。

しかし、反対する父親からやっと許しを得た普寂は、学費の仕
し

送
おく

りは十分ではな

かった。塾
じゅくひ

費を得
え

るために、寒い雪の中を托
たくはつ

鉢をして、お布
ふ

施
せ

を貰
もら

いにまわるこ

ともあった。しかし、そのような厳
きび

しい生活の中でも勉学に励んでいた。

日田の咸宜園

れ
た
の
は
、
少
年
た
ち
の
品ひ

ん
せ
い性

と
陶と

う

冶や

と
個こ

性せ
い

の
発
揮
で
し
た
。
そ
れ
と
共

に
厳き

び

し
い
し
つ
け
が
ほ
ど
こ
さ
れ
ま
し
た
。

咸
宜
園
で
は
、
初

し
ょ
き
ゅ
う級

か
ら
九

き
ゅ
う
き
ゅ
う

級
ま
で
九
段だ

ん
か
い階

の
成せ

い
せ
き績

別べ
つ

に
分わ

け
て
あ
り
、

進し
ん
き
ゅ
う

級
も
難む

ず
かし

い
試
験
に
よ
る
も
の
で
し
た
。
「
九
級
に
な
る
の
は
天
に
昇の

ぼ

る

よ
り
難
し
い
」
と
塾じ

ゅ
く
せ
い生を

嘆な
げ

か
せ
ま
し
た
。
普
寂
は
こ
の
厳
し
い
塾じ

ゅ
く
せ
い
か
つ

生
活
に

耐た

え
、
学が

く
も
ん問

に
打
ち
込
み
ま
し
た
。

普
寂
は
九
級
に
上
が
り
、
最
も
優
秀
な
塾
生
を
意
味
す
る
「
都と

講こ
う

」
に
ま

で
登の

ぼ

り
つ
め
、
先
生
の
代か

わ
り
を
務つ

と

め
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
頃こ

ろ

、
普
寂
は
、
尊そ

ん
け
い敬

し
て
い
た
松ま

つ
も
と
か
な
め

本
衝
の
号
「
清
浦
」
を
姓せ

い

、
別
の

号
「
奎
堂
」
を
取と

っ
て
奎
吾
と
し
、
清
浦
奎
吾
と
い
う
名
前
に
あ
ら
た
め
ま

し
た
。

咸
宜
園
の
生
活
も
七
年
目
を
迎
え
、
清
浦
奎
吾
は
故こ
き
ょ
う郷

の
来
民
に
帰
っ
て

き
ま
し
た
。
来
民
に
帰
っ
た
翌よ

く
ね
ん年

に
は
、
熊く

ま
も
と本

城
下
に
移う

つ

り
、
塾
を
開ひ

ら

き
ま

し
た
。
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総そ
う

理り

大だ
い

臣じ
ん

就し
ゅ
う

任に
ん

と
地じ

元も
と

の
喜よ

ろ
こ

び

大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
二
月
、
第だ

い

二
十
三
代
清
浦
総
理
大
臣
誕

た
ん
じ
ょ
う
し
ゅ
く

生
祝

賀が

の
旗は

た
ぎ
ょ
う
れ
つ

行
列
の
波な

み

が
、
早そ

う
し
ゅ
ん春の

光ひ
か
りの

中な
か

を
「
勇ゆ

う
か
ん敢

な
る
水す

い
へ
い兵

」
の
マ
ー
チ
に

合あ

わ
せ
た
歌う

た

と
と
も
に
、
町
の
中
を
流
れ
て
い
き
ま
す
。

門
閥
や
閨け

い
ば
つ閥

も
な
く
、
学が

く
ば
つ閥

そ
し
て
藩は

ん
ば
つ閥

も
な
く
、
腕う

で

一
本
脛す

ね

一
本
で
彼

が
総
理
大
臣
ま
で
上
り
つ
め
た
事
は
、
ま
さ
に
郷
土
の
誇
り
で
あ
り
、
町
民

の
喜
び
は
ひ
と
し
お
で
し
た
。

山や
ま

高た
か

き
が
ゆ
え
に
尊と

う
と

か
ら
ず

（
一
）
第
一
回
の
大た
い
め
い命
降こ
う

下か

第
一
次じ

伊い

藤と
う

博ひ
ろ
ふ
み文

内な
い
か
く閣

以
来
元げ

ん
ろ
う老

に
よ
る
組そ

閣か
く

が
相
次
ぎ
、
第
十
四
代
西さ

い

園お
ん

寺じ

内
閣
（
第
二
次
）
、
第
十
五
代
桂か

つ
ら内

閣
（
第
三
次
）
に
及
ん
で
、
元
老

政せ
い

治じ

に
対た

い

す
る
反
発
は
護ご

憲け
ん

運う
ん
ど
う動

へ
と
発
展
し
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
、
桂
内
閣
は
わ
ず
か
二
ヶ
月
で
倒た

お

れ
、
ま
た
し
て
も
大
命
は
元

老
伯は

く
し
ゃ
く
か
い
ぐ
ん
た
い
し
ょ
う

爵
海
軍
大
将
山
本
権
兵
衛
に
降
下
し
、
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
二
月

二
十
日
山
本
内
閣
が
成
立
し
ま
し
た
。
海
軍
大
臣
を
三
回
務つ

と

め
、
海
軍
の
巨き

ょ

頭と
う

と
目も

く

さ
れ
る
山
本
は
、
海
軍
軍ぐ

ん

備び

の
増ぞ

う
き
ょ
う強を

目め

指ざ

し
大た

い
か
ん艦

の
建け

ん
ぞ
う造

を
進す

す

め

て
い
た
と
こ
ろ
、
ド
イ
ツ
の
シ
ー
メ
ン
ス
・
ア
ン
ド
・
シ
ュ
ッ
ケ
ル
東と

う
き
ょ
う京支し

社し
ゃ

が
海
軍
の
要よ

う

路ろ

に
贈ぞ

う
わ
い賄

し
た
と
外が

い
で
ん電

が
報ほ

う

じ
ま
し
た
。

衆し
ゅ
う
ぎ
い
ん

議
院
で
は
早さ

っ
そ
く速

こ
の
こ
と
が
取と

り
上
げ
ら
れ
て
政
府
弾だ

ん
が
い
あ
ん

劾
案
が
上
程
さ

れ
、
院
外
で
は
政
府
弾
劾
運
動
が
高
ま
っ
て
警け

い
さ
つ
た
い

察
隊
と
の
衝し

ょ
う
と
つ突が

く
り
返
さ

れ
、
国
内
は
騒そ

う
ぜ
ん然

と
な
り
ま
し
た
。

議
会
の
審し

ん

議ぎ

は
停
止
し
、
遂つ

い

に
山
本
首し

ゅ
し
ょ
う相は

大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
三

月
二
十
四
日
に
辞じ

任に
ん

し
ま
し
た
。

折お
り

し
も
、
欧お

う
し
ゅ
う州で

は
こ
の
頃こ

ろ

第
一
次
世せ

か
い
た
い
せ
ん

界
大
戦
が
勃ぼ

っ
ぱ
つ発

し
ま
し
た
。

三
月
三
十
一
日
、
元
老
会か

い

議ぎ

の
奏そ

う
せ
ん薦

を
経へ

て
組
閣
の
大
命
が
枢す

う
み
つ
こ
も
ん
か
ん

密
顧
問
官

清
浦
奎
吾
に
降
下
し
ま
し
た
。
時と

き

に
清
浦
は
六
十
五
歳
、
政
治
へ
の
意い

欲よ
く

は

十じ
ゅ
う
ぶ
ん

分
あ
り
ま
し
た
が
、
拝は

い
じ
ゅ受

に
つ
い
て
は
慎し

ん
ち
ょ
う重で

し
た
。

一
つ
、
海
軍
収し

ゅ
う
わ
い賄の

処し
ょ

理り

。
二
つ
、
明み

ょ
う
ね
ん年の

大
正
天て

ん
の
う皇

の
即そ

く

位い

の
大た

い
れ
い礼

。

三
つ
、
護ご

憲け
ん

運
動
と
政
党
の
動ど

う
こ
う向

を
考
え
て
一い

っ
た
ん旦

は
拝は

い

辞じ

に
傾か

た
むき

ま
し
た
が
、

各
方
面
、
特
に
今
ま
で
援
助
を
受
け
て
き
た
元
老
山や

ま
が
た
あ
り
と
も

縣
有
朋
の
励
ま
し
も
あ

っ
て
、
遂
に
大
命
を
拝
受
し
ま
し
た
。

組
閣
は
順
調
に
進
み
ま
し
た
が
、
最
後
に
海
軍
大
臣
に
な
っ
て
難な

ん
こ
う航

し
ま

し
た
。
加か

藤と
う

友
三
郎
は
、
か
の
日に

本ほ
ん
か
い海

々
戦
で
東と

う
ご
う
へ
い
は
ち
ろ
う

郷
平
八
郎
の
下
で
参さ

ん
ぼ
う
ち
ょ
う

謀
長

と
し
て
活
躍
し
、
海
軍
の
逸い

ち
も
つ物

と
目
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。

加
藤
は
一い

ち

夜や

の
猶ゆ

う

予よ

を
求
め
た
あ
と
、
前ぜ

ん
な
い
か
く

内
閣
の
方
針
で
あ
る
海
軍
軍
備

の
充
実
と
、
そ
れ
に
伴と

も
なう

予
算
の
増
額
を
入に

ゅ
う
か
く閣の

条
件
に
あ
げ
ま
し
た
。
会

談
三
回
に
及
ぶ
中
、
陸
軍
か
ら
も
三
箇か

師し

団だ
ん
ぞ
う
せ
つ

増
設
の
要
求
が
加
わ
り
、
蔵ぞ

う
し
ょ
う相

予
定
の
新あ

ら

井い

賢け
ん

太た

郎ろ
う

は
強
く
難な

ん
し
ょ
く色を

呈て
い

し
ま
し
た
。

一
方
衆し

ゅ
う
ぎ
い
ん
が
わ

議
院
側

も
元
老
内
閣
と
強

く
非ひ

難な
ん

し
ま
し
た

の
で
、
清
浦
は
未い

ま

だ
時
到い

た

ら
ず
と
組

閣
を
断だ

ん
ね
ん念

し
、
四

月
七
日
に
大
命
を

拝は
い

辞じ

し
ま
し
た
。

（
二
）
第
二
回か
い

目め

の
大
命
降
下

第
一
回
の
大
命
降
下
か
ら
十
年
、
そ
の
間あ

い
だ清

浦
は
枢
密
顧
問
官
と
し
て
精せ

い

励れ
い

す
る
と
と
も
に
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
九
月
に
は
全
国
蚕さ

ん

糸し

同ど
う
ぎ
ょ
う
く
み

業
組

合あ
い
ち
ゅ
う
お
う
か
い
ち
ょ
う

中
央
会
長
に
推お

さ
れ
、
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
三
月
枢す

う
み
つ
い
ん
ふ
く
ぎ
ち
ょ
う

密
院
副
議
長
、

そ
し
て
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
二
月
に
は
、
遂
に
枢す

う
よ
う
さ
い
こ
う

要
最
高
の
枢
密
院

議ぎ
ち
ょ
う長

と
な
り
ま
し
た
。

松方内閣の司法大臣時代
（中央が清浦奎吾）
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一
方
内
閣
は
、
大お

お
く
ま
し
げ
の
ぶ

隈
重
信
・
寺て

ら
う
ち
ま
さ

内
正
毅き

を
経へ

て
、
第
十
九
代
に
は
平へ

い
み
ん民

宰さ
い

相し
ょ
う
は
ら
け
い

原
敬
内
閣
の
誕
生
、
第
二
十
代
高た

か
は
し
こ
れ
き
よ

橋
是
清
内
閣
と
続
き
ま
し
た
が
、
二
十

一
代
加
藤
友と

も
さ
ぶ
ろ
う

三
郎
の
あ
と
、
奇く

し
く
も
ま
た
山
本
権
兵
衛
内
閣
で
し
た
。

大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
八
月
二
十
四
日
加
藤
が
現
職
の
ま
ま
逝せ

い
き
ょ去

の

あ
と
、
八
月
三
十
一
日
大
命
を
拝
し
た
山
本
は
、
早
速
組
閣
に
取
り
か
か
る

中
、
翌よ

く

九
月
一
日
思
い
も
か
け
ぬ
関か

ん
と
う
だ
い
し
ん
さ
い

東
大
震
災
が
起
こ
り
、
一
瞬
に
し
て
東

京
は
崩ほ

う
か
い壊

し
て
焼
け
野
原
と
な
り
、
十
万
余よ

の
尊と

う
とい

生
命
が
奪
わ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
山
本
は
精せ

い
り
ょ
く
て
き

力
的
に
組
閣
を
進
め
、
後ご

藤と
う

新し
ん
ぺ
い平

・
犬い

ぬ
か
い
つ
よ
し

養
毅
・
井い

の
う
え上

準じ
ゅ
ん
の
す
け

之
介
・
平ひ

ら
ぬ
ま沼

騏き

一い
ち
ろ
う郎

な
ど
第
一
級
の
人
材
を
得
て
九
月
二
日
に
組
閣
を
終

え
、
第
二
次
山
本
内
閣
は
発ほ

っ
そ
く足

し
ま
し
た
。

山
本
内
閣
は
、
当
面
の
緊
急
課
題
で
あ
る
帝て

い

都と

の
復ふ

っ
こ
う興

に
鋭え

い

意い

取
り
組
む

中
、
未み

曾ぞ

有う

の
不ふ

敬け
い

事じ

件け
ん

が
発
生
し
ま
し
た
。

十
二
月
二
十
七
日
、
国
会
開
会
式
臨り

ん
こ
う幸

の
た
め
、
摂せ

っ
し
ょ
う
み
や

政
宮
が
虎と

ら

ノの

門も
ん

に
さ

し
か
か
り
ま
す
と
、
突
然
無
政
府
主
義
者
難な

ん

波ば

大だ
い
す
け助

が
杖つ

え
じ
ゅ
う銃で

狙そ

撃げ
き

す
る
と

い
う
一
大
不
敬
事
件
の
発
生
で
、
山
本
首
相
は
責
任
を
と
っ
て
即そ

く
じ
つ日

辞じ
し
ょ
く職

し

ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
政
情
不
安
定
の
時
、
組
閣
の
大
命
は
、
翌
十
三
年
一
月
一
日

再ふ
た
たび

清
浦
奎
吾
に
降
下
し
ま
し
た
。
時
に
清
浦
は
七
十
五
歳
の
高こ

う
れ
い齢

、
加
え

て
枢
密
院
議
長
の
要よ

う
し
ょ
く職に

あ
り
、
思
い
も
か
け
ぬ
大
命
で
し
た
。
高
齢
に
加

え
て
関
東
大
震
災
の
処
理
、
そ
れ
に
護ご

憲け
ん

運う
ん
ど
う動

の
高
ま
り
か
ら
衆
議
院
の
協

力
の
望
み
難か

た

い
こ
と
を
思
い
、
清
浦
は
拝
辞
を
決
意
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
政せ

い
じ
ょ
う情大

変
の
時
、
「
清
浦
是ぜ

ひ非
と
も
」
の
周
囲
の
声
、
か
ね
て

助
成
を
受う

け
た
西
園
寺
公
の
す
す
め
に
励は

げ

ま
さ
れ
て
、
遂
に
拝
受
を
決
意
し

ま
し
た
。

貴き

族ぞ
く

院い
ん

出
身
の
清
浦
は
、
陸
軍
・
海
軍
・
外が

い
む務

の
三
大
臣
を
除の

ぞ

き
、
残
り

の
す
べ
て
を
貴
族
院
か
ら
起き

よ
う用

し
、
一
月
七
日
、
新
内
閣
は
発
足
し
ま
し
た
。

施し

政せ
い

方
針
と
し
て
は
、
第
一
に
帝
都
の
復
興
を
取
り
あ
げ
ま
し
た
。
そ
し

て
経
済
の
回か

い
ふ
く復

、
国
民
精
神
の
振し

ん

作さ
く

、
教
育
の
振
興
、
綱こ

う

紀き

の
粛し

ゅ
く正せ
い

を
あ
げ

て
取
り
組
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

当
時
の
衆
議
院
の
勢せ

い
り
ょ
く力は

、
政せ

い
ゆ
う
か
い

友
会
二
七
八
、
憲け

ん
せ
い
か
い

政
会
一
〇
三
、
革か

く
し
ん新

ク

ラ
ブ
四
三
と
分わ

か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
第
一
党
で
過
半
数
を
占し

め
る
政
友
会

が
、
総そ

う

裁さ
い

高
橋
是
清
へ
の
不
満
か
ら
、
中
橋
・
山
本
ら
百
四
十
九
名
が
分ぶ

ん

党と
う

し
て
政
友
本
党
を
名な

乗の

っ
た
の
で
清
浦
は
こ
の
政
友
本
党
を
友
党
と
し
て
協

力
を
求も

と

め
ま
し
た
。
衆
議
院
の
審
議
が
停て

い
た
い滞

す
る
中
で
、
清
浦
は
最
も
心こ

こ
ろに

か
け
て
い
た
摂
政
宮
の
御ご

成せ
い
こ
ん
し
き

婚
式
を
一
月
二
十
六
日
に
滞

と
ど
こ
おり

な
く
執し

っ
こ
う行

し
ま

し
た
。

衆
議
院
で
は
緊
急
質
問
が
続ぞ

く
し
ゅ
つ出し

、
審
議
引
き
延の

ば
し
が
続
い
て
審
議
の

見
通
し
が
立
た
な
い
と
あ
っ
て
、
清
浦
は
思
い
き
っ
て
一
月
三
十
一
日
に
解

散
し
、
五
月
十
日
を
総そ

う
せ
ん
き
ょ
び

選
挙
日
と
定
め
ま
し
た
。

や
が
て
総
選
挙
日
の
五
月
十
日
と
な
り
ま
し
た
。
清
浦
が
頼た

の

み
と
し
て
い

た
政
友
本
党
は
三
十
五
席せ

き

を
減へ

ら

し
て
、
一
一
四
議ぎ

席せ
き

に
と
ど
ま
り
ま
し
た
。

一
方
野や

党と
う

の
憲
政
会
は
五
十
一
議
席
増
や
し
一
五
四
議
席
と
な
り
、
他た

の
野

党
と
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
衆
議
院
で
の
審
議
が
一い

っ
そ
う
こ
ん
な
ん

層
困
難
視し

さ
れ
る
の
で
、

清
浦
は
潔

い
さ
ぎ
よく

総そ
う
じ
し
ょ
く

辞
職
を
決
意
し
、
六
月
七
日
解
散
し
ま
し
た
。
満ま

ん

五
ヶ
月
の

在ざ
い
に
ん任

で
し
た
。

清
浦
は
、

「
こ
の
内
閣
の
使し

命め
い

の
一
つ
は
摂せ

っ
し
ょ
う
み
や
で
ん
か

政
宮
殿
下
の
御
成
婚
式
を
平へ

い
お
ん穏

無ぶ
じ事

に

と
り
行お

こ
なう

こ
と
。
二
つ
に
は
、
選
挙
を
公こ

う
せ
い正

に
行
っ
て
真し

ん

に
国
民
の
意い

し思
を

見
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
大た

い
に
ん任

を
無
事
に
果は

た
し
た
以い

じ
ょ
う
な
が

上
長
く
政せ

い
け
ん権

西園寺公と（大正13年）



7

近代の山鹿を
築いた人たちシリーズ
001

に
留と

ど

ま
っ
て
恋れ

ん
れ
ん々

た
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」

と
淡た

ん
た
ん々

た
る
表
情
で
、
そ
の
時
の
心
境
を
次
の
詩
に
託た

く

し
て
い
ま
す
。

『
幸
に
大た

い

過か

な
く
亦ま

た
こ
う功

無な

し

半は
ん
さ
い歳

の
辛し

ん
さ
ん酸

一
夢む

の
中

好よ

く
此こ

の
心
を
し
て
冷れ

い
ね
つ熱

を
忘わ

す

れ
し
む

人に
ん
げ
ん間

何い
ず
こ処

に
か
清せ

い
ふ
う風

な
ら
ざ
ら
ん
』

人
は
わ
ず
か
五
ヶ
月
の
内
閣
総
理
大
臣
と
評ひ

ょ
うす

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
「
山
高
き
が
ゆ
え
に
尊と

う
とか

ら
ず
、
木
あ
る
を
も
っ
て
尊
し
と
な
す
」

と
も
い
い
ま
す
。

如い
か何

な
る
政
治
状じ

ょ
う

況き
ょ
うの

も
と
、
ど
の

よ
う
な
心
境
・
決

意
で
大
命
を
拝
受

し
、
そ
の
上
で
何

を
な
し
得え

た
か
を

も
っ
て
評ひ

ょ
う
か価

し
た

い
も
の
で
す
。

清き
よ

浦う
ら

奎け
い

吾ご

の
教お

し

え

清
浦
奎
吾
は
、
常
に
「
四し

恩お
ん

」
を
忘
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
教
え
と
は
、

一
つ
「
親
の
恩
」

二
つ
「
先せ

ん
ぱ
い輩

の
恩
」

三
つ
「
朋ほ

う
ゆ
う友

・
同ど

う
り
ょ
う僚の

恩
」

四
つ
「
時じ

世せ
い

の
恩
」

こ
れ
ら
は
、
す
べ
て
奎
吾
自

身
を
育
て
て
く
れ
た
人
々
へ
の

感か
ん
し
ゃ謝

を
表
し
た
も
の
で
す
。
私

た
ち
は
、
今い

ま

自
分
達た

ち

を
育
て
て
く
れ
て
い
る
人
た
ち
へ
の
感
謝
の
心
を
忘
れ

去
っ
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
清
浦
奎
吾
は
「
要よ

う

す
る
に
、
人
は
如い

か何
に
独ど

く
り
つ
ど
っ
ぽ

立
独
歩
を
唱と

な

え
て
も
、

四
つ
の
恩
だ
け
は
被こ

う
むら

ね
ば
な
ら
な
い
。
」
と
結む

す

ん
で
い
ま
す
。

清浦内閣閣僚

清浦記念館前の銅像明照寺内にある清浦伯の墓

清浦記念館
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鹿
市
で
は
「
人
づ
く
り
」
を
大
き
な
理
念
・
目
標

と
し
て
行
政
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
中
、
教
育
委
員
会
で
は
「
近
代
の
山
鹿

を
築
い
た
人
た
ち
」
と
題
し
て
、
ふ
る
さ
と
山
鹿
の
今

日
を
築
い
た
偉
人
を
、
子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
広

く
市
民
の
方
々
に
紹
介
し
、
顕
彰
で
き
る
冊
子
を
発
行

し
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。
特
に
未
来
を
担
う
子
ど
も
た

ち
に
、
ふ
る
さ
と
山
鹿
に
は
こ
ん
な
に
立
派
な
先
輩
が

い
た
と
言
う
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い
、
郷
土
を
誇
り
に

思
い
、
将
来
に
夢
と
希
望
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
。
こ

の
よ
う
な
願
い
を
込
め
て
発
行
し
た
も
の
で
す
。
な
お
、

編
集
に
当
た
っ
て
は
、
各
学
校
の
先
生
方
に
献
身
的
に

ご
協
力
を
い
た
だ
き
心
か
ら
感
謝
致
し
ま
す
。

あ
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き

あ
と
が
き
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宏
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市
教
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宏
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▼
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明
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四
十
年
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一
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一
五
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▼

（
大
正
四
年
）

一
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一
六
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（
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正
五
年
）

一
九
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二
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（
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一
年
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三
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昭
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八
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▼

（
昭
和
三
年
）
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四
二
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▼

（
昭
和
一
七
年
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大
久
保
了
恩
の
五
男
と
し
て

旧
鹿
本
町
来
民
の
明
照
寺
に
て
出
生

武
藤
昌
英
に
つ
い
て
漢
学
を
学
ぶ

大
津
町
大
矢
野
塾
に
入
り
漢
学
を
学
ぶ

豊
後
日
田
の
咸
宜
園
に
入
学

咸
宜
園
都
講
と
な
る

業
を
終
え
日
田
を
辞
し
来
民
に
帰
る

熊
本
坪
井
に
私
塾
を
開
く

埼
玉
県
大
教
授
心
得
と
な
り

風
渡
野
学
校
長
に
就
任

埼
玉
県
学
校
改
正
所
主
任
と
な
る

司
法
省
に
入
り
大
審
院
検
事
局
詰
と
な
る

検
事
と
な
る

内
務
省
警
保
局
長
と
な
る

貴
族
院
議
員
と
な
る
。
欧
州
視
察

伊
藤
内
閣
の
司
法
次
官
と
な
る

松
方
内
閣
の
司
法
大
臣
と
な
る

山
縣
内
閣
の
司
法
大
臣
と
な
る

桂
内
閣
の
司
法
大
臣
と
な
る

男
爵
を
授
け
ら
れ
る
。

大
日
本
蚕
糸
会
会
長
と
な
る

農
商
務
大
臣
と
な
る

発
明
協
会
会
長
と
な
る

内
務
大
臣
兼
任
と
な
る

枢
密
顧
問
官
と
な
る

子
爵
を
授
け
ら
る

組
閣
の
大
命
を
拝
す
が
、
拝
辞

蚕
糸
業
同
業
組
合
中
央
会
長

枢
密
院
議
長
と
な
る

一
月
、
内
閣
総
理
大
臣
と
な
る

六
月
、
総
辞
職

日
本
新
聞
協
会
会
長
と
な
る

伯
爵
を
授
け
ら
れ
る

静
岡
県
熱
海
市
米
寿
庵
に
て
歿
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ま 
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