
      

    
 

      

若
槻
禮
次
郎
は
、
慶
応
二
年
（
一
八
六

六
）
馬
背
坂
の
中
ほ
ど
に
居
す
る
貧
し
い

足
軽
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
、
明
治
十
一

年
に
雑
賀
小
学
校
を
卒
業
し
た
。
そ
の
後

苦
労
の
連
続
で
あ
っ
た
が
、
志
を
大
き
く

持
ち
、
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
で
勉
学
に
努
め
大

蔵
官
僚
か
ら
政
界
へ
、
そ
し
て
内
閣
総
理

大
臣
を
大
正
十
五
年
・
昭
和
六
年
の
二
度

に
わ
た
っ
て
勤
め
た
。 

 

日
本
が
近
代
化
に
向
け
て
歩
む
中
で
、
大

正
か
ら
昭
和
に
変
わ
っ
た
時
、
そ
し
て
軍
部

が
政
治
に
台
頭
し
た
最
も
不
安
定
な
時
期

に
首
相
と
な
っ
た
。
第
二
次
内
閣
で
は
、
前

首
相
の
浜
口
雄
幸
が
暴
漢
に
襲
わ
れ
命
を

落
と
し
た
後
を
引
き
継
い
だ
が
、
内
閣
の
意

見
の
不
一
致
等
で
辞
職
し
た
。
後
を
引
き
継

い
だ
犬
養
毅
も
暗
殺
さ
れ
た
。
こ
の
日
本
の

混
乱
期
に
あ
っ
て
、
若
槻
禮
次
郎
は
じ
っ
く

り
考
え
冷
静
に
判
断
し
、
不
正
を
嫌
い
自
ら

の
信
念
を
崩
さ
ず
生
き
抜
い
た
ね
ば
り
強

い
人
で
あ
っ
た
た
め
、
多
く
の
業
績
を
残
し

た
。 

 

一
つ
は
、
内
相
時
代
二
五
歳
以
上
の
総
べ

て
の
男
子
に
普
通
選
挙
権
を
与
え
る
普
通

選
挙
法
の
制
定
で
あ
る
、
当
時
市
民
が
選
ん

だ
代
表
者
に
よ
る
政
治
に
は
反
対
が
多
く

難
事
で
あ
っ
た
が
、
ね
ば
り
強
く
説
得
に
努

め
制
定
に
こ
ぎ
つ
け
日
本
の
民
主
国
家
の

礎
を
築
い
た
。
も
う
一
つ
は
、
軍
拡
化
に
身

を
呈
し
て
反
対
し
平
和
協
調
外
交
を
歿
す

る
ま
で
主
張
し
き
っ
た
。
大
宰
相
若
槻
禮
次

郎
は
、
故
郷
で
の
苦
節
が
つ
く
り
あ
げ
た
。 

禮
次
郎
は
、
三
歳
の
時
実
母
を
亡
く
し
、

継
母
ヤ
オ
の
愛
情
に
つ
つ
ま
れ
て
育
っ
た
。

生
涯
信
条
と
し
た
『
正
義
』
は
、
今
も
残
る

井
戸
端
で
の
切せ

つ

諫か
ん

で
得
た
も
の
と
言
わ
れ

る
。
国
会
で
野
党
の
ヤ
ジ
に
「
エ
エ
こ
と
は

エ
エ
、
ワ
レ
エ
こ
と
は
ワ
レ
エ
」
と
応
答
し

た
と
言
う
。
つ
い
幼
い
時
の
ヤ
オ
の
言
葉
が

飛
び
出
し
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
足
軽
の

身
分
で
学
問
を
修
め
藩
儒
と
な
っ
た
澤
野

修
輔
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
。
澤
野
は
、「
志

を
立
て
天
下
の
有
用
な
人
間
と
な
れ
。
志
な

き
も
の
は
、
い
か
に
勉
強
し
て
も
も
の
の
用

に
は
た
た
な
い
。
」
と
人
間
の
心
を
培
い
、

自
主
独
立
、
不
撓
不
屈
の
精
神
を
養
う
こ
と

の
大
切
さ
を
諭
し
た
。
こ
の
澤
野
の
教
え
は

禮
次
郎
の
生
き
方
に
影
響
を
与
え
た
。
禮
次

郎
が
信
条
と
し
た
忠
孝
・
正
義
・
進
歩
は
幼

い
時
に
得
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ヤ
オ
の
子

育
て
、
澤
野
の
教
え
が
志
高
き
禮
次
郎
を
つ

く
り
あ
げ
た
と
推
測
さ
れ
る
。 

大
正
の
始
め
母
校
雑
賀
小
学
校
を
訪
れ
、

子
供
達
に
『
至
誠
力
行
』
（
ど
ん
な
状
況
に

あ
っ
て
も
誠
意
を
尽
く
し
て
事
に
あ
た
れ

ば
ど
の
よ
う
な
事
で
も
必
ず
動
か
す
事
が

出
来
る
。
）
を
揮
毫
し
、「
小
学
校
で
の
勉
強

は
大
人
に
な
っ
て
一
番
役
に
立
つ
、
真
面
目

に
し
っ
か
り
学
ん
で
下
さ
い
。
」
と
訓
話
を

し
た
。 

 

今
年
は
、
生
誕
一
五
〇
年
に
当
た
り
、
公

民
館
や
学
校
で
禮
次
郎
に
つ
い
て
学
ぶ
機

会
が
設
け
ら
れ
遺
徳
を
偲
ぶ
と
と
も
に
今

に
生
か
さ
れ
る
も
の
を
探
っ
た
。
（
立
志
を

決
意
し
た
大
津
で
は
顕
彰
碑
の
建
立
） 

 

禮
次
郎
が
大
津
小
学
校
に
勤
務
し
な
が

ら
毎
週
土
・
日
に
は
三
二
キ
ロ
の
道
を
歩
き

帰
宅
し
て
恩
師
に
教
え
を
受
け
た
と
言
わ

れ
る
。
そ
の
一
端
を
体
験
し
よ
う
と
十
月
十

五
日
雑
賀
在
住
の
平
野
武
志
・
名
目
良
明
利

の
両
氏
は
、
当
時
雑
賀
小
学
校
が
あ
っ
た
洞

光
寺
を
早
朝
六
時
に
出
発
し
六
時
間
余
り

か
け
十
二
時
過
ぎ
大
津
小
学
校
に
到
着
し

た
。
中
庭
に
建
立
さ
れ
た
初
代
校
長
伊
原
斎

の
胸
像
の
撰
文
や
『
質
実
剛
健
』
と
書
し
た

禮
次
郎
の
碑
に
触
れ
そ
の
思
い
に
浸
っ
た
。

所
要
時
間
六
時
間
、
歩
数
約
五
万
歩
。
時
代

は
異
な
る
が
天
侯
の
善
し
悪
し
が
あ
る
中

で
、
こ
れ
だ
け
の
体
力
の
負
担
と
時
間
を
か

け
、
先
の
見
え
な
い
将
来
に
向
い
努
力
を
重

ね
た
禮
次
郎
の
情
熱
と
志
の
大
き
さ
に
心

を
打
た
れ
た
と
両
氏
は
染
み
染
み
と
体
験

を
語
っ
た
。
こ
の
血
を
吐
く
よ
う
な
努
力
が

宰
相
若
槻
禮
次
郎
を
生
ん
だ
。 

平成２８年１１月

雑
賀
が
生
ん
だ  

宰
相 
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槻 

禮 
次 
郎 

元
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賀
小
学
校
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雑賀が生んだ偉人 若槻禮次郎、岸 清一の企画展が松江市立 松江歴史館の主催で開催中です。是非

この機会に観覧いただき、より一層２人の理解を深めていただきたいと思います。 １月２２日（日）まで開催 
 （以下は 松江歴史館発行の案内チラシ裏面をそのまま掲載しています） 


