
原
敬
の
書

(2
)

-

書
作
品
に
つ
い
て
-

一

は
じ
め
に

原
敬
の
書
に
つ
い
て
は
'
本
誌
第
二
号
で
主
と
し
て
書
簡
に
つ
い
て
取
り

上
げ
'
書
表
現
と
し
て
の
特
徴
と
卓
越
性
に
つ
い
て
述
べ
た
｡
し
か
し
そ
の

後
も
'
管
見
の
範
囲
で
は
原
の
書
に
対
す
る
書
の
専
門
家
の
論
評
は
見
当
た

ら
な
い
｡
骨
董
の
世
界
で
も
'
同
時
代
の
人
々
と
比
べ
て
そ
れ
程
高
価
で
は

な
-
'
評
価
は
決
し
て
高
い
と
は
言
え
な
い
｡

原
の
筆
跡
は
書
簡
を
始
め
､
日
記
や
メ
モ
類
'
原
稿
'
旬
帖
'
書
作
品
等

移
し
い
数
に
の
ぼ
る
｡
し
か
し
､
書
作
品
で
通
常
実
見
で
き
る
も
の
は
原
敬

記
念
館
等
で
数
点
に
限
ら
れ
る
｡
出
版
物
で
も
没
後
間
も
な
-
刊
行
さ
れ
た

も
の
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
-
'近
年
は
目
に
す
る
こ
と
は
少
な
い
｡

全
貌
は
な
か
な
か
把
握
L
が
た
い
｡

筆
者
も
何
度
か
実
見
し
た
が
'
贋
作
が
多
-
､
作
品
の
所
有
者
の
中
に
は

贋
作
を
真
筆
と
信
じ
込
ん
で
い
る
場
合
も
見
ら
れ
'
そ
の
書
に
つ
い
て
十
分

な
理
解
に
は
到
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
の
よ
う
で
あ
る
｡

本
稿
で
は
､
過
去
の
出
版
物
等
に
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
中
心

玉
浮

友
基

に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
整
理
を
行

っ
た
｡
そ
の
結
果
'
八
十

l
点
を
確
認
し

た
｡
さ
ら
に
'
原
敬
の
書
作
品
の
製
作
年
代
'
書
と
し
て
の
特
徴
に
つ
い
て

考
察
し
'
ま
た
'
原
敬
記
念
館
所
蔵
の
作
品
を
中
心
に
八
点
を
取
り
上
げ
分

析
を
行
い
'
書
作
品
と
し
て
優
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
｡

二

原
敬
の
書
作
品
の
種
類
及
び
数

原
の
書
作
品
は
'
条
幅

･
扇
額

･
短
冊

･
色
紙

･
扇
面
等
様
々
な
形
式
が

あ
る
｡
生
涯
で
ど
れ
-
ら
い
の
数
を
書
い
た
の
か
記
録
は
な
い
｡
作
品
の
所

有
者
が
全
国
に
散
在
す
る
現
状
で
は
､
原
の
残
し
た
作
品
全
て
を
把
撞
す
る

こ
と
は
殆
ど
不
可
能
で
あ
る
｡

原
杢

一
郎

〔-
〕
に
よ
る
と
'

そ
こ
は
父
の
こ
と
だ
か
ら
'
書
き
出
す
と
､
手
習
い
は
す
る
L
t
今
ま

で
頼
ま
れ
て
も
書
か
な
か
っ
た
相
手
を
思
い
出
し
て
'
書
い
て
あ
て
が

う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
や
っ
た
｡
相
手
は
も
う
忘
れ
た
自
分
な
の
で
'

二
重
に
よ
ろ
こ
ん
だ
-
し
た
も
の
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
親
戚
な
ど
で
も
'

は
じ
め
は
だ
れ
ひ
と
り
父
の
書
な
ど
持
っ
て
い
な
か
っ
た
が
､
書
き
は



じ
め
て
か
ら
は
'
こ
れ
は
だ
れ
に
'
こ
れ
は
か
れ
に
と
い
う
ふ
う
に
'

ま
ん
べ
ん
な
-
恨
み
っ
こ
な
し
に
書
い
て
あ
た
え
た
｡
(
一
八
〇
貢
)

こ
の
通
り
と
す
る
と
'
相
当
数
の
作
品
が
あ
り
そ
う
だ
が
､
ど
の
位
に
の

ぼ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
｡
前
述
の
よ
う
に
作
品
を
現
認
す
る
こ
と
も
困
難

な
現
況
で
'
原
の
残
し
た
書
作
品
を
把
撞
す
る
方
法
と
し
て
'
こ
れ
ま
で
の

出
版
物
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
に
よ
-
表
に
整
理
し
て
み
た

(資
料

｢原
敬
の

書
作
品

一
覧
｣)｡
そ
の
結
果
'
出
版
物
の
掲
載
作
晶
に
は
か
な
-
の
重
複
が

あ
る
が
､
現
時
点
で
は
八
十

一
点
が
確
認
で
き
る
作
品
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
に

よ
っ
て
､
原
の
書
風
の
概
要
は
把
撞
で
き
る
と
思
う
｡
表
で
は
記
年
の
あ
る

も
の
を
初
め
に
記
載
L
t
つ
い
で
漢
字
作
品
'
俳
句

･
和
歌
を
書
い
た
漢
字

仮
名
交
じ
-
書
の
順
に
整
理
し
た
｡
記
年
の
作
品
は
全
体
の
約
四
分
の
一
の

二
十
四
点
に
留
ま
る
｡

こ
れ
ら
の
作
品
は
'
現
存
す
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
'
図
版
を
見

る
限
-
で
は
'原
の
書
の
特
徴
が
し
っ
か
り
出
て
お
-
贋
作
は
な
い
と
思
う
｡

資
料
の
主
な
と
こ
ろ
で
は
'没
後
間
も
な
い
大
正
十

一
年
に
刊
行
さ
れ
た
『原

敬
全
停
』
に
は
二
十

一
点
'
昭
和
四
年
刊
行
の

『原
敬
全
集
』
に
は
二
十
六

点
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
'
大
正
十

一
年
の

『原
敬
翁
遺
墨
目
録
』
は

原
の
作
品
の
複
製
頒
布
の
カ
タ
ロ
グ
で
あ
る
が
二
十
九
点
を
掲
載
し
て
い
る
｡

こ
れ
に
は
目
次
の
後
に

｢以
上
美
術
光
筆
印
刷
法
に
依
-
完
全
賛
大
に
複
製

し
た
る
も
の
に
し
て
原
本
と
野
照
し
寸
竜
の
差
な
し
｣
と
の
表
記
が
あ
る
｡

複
製
に
よ
っ
て
は
縮
小
拡
大
を
し
た
-
'
落
款
の
位
置
等
を
改
変
し
て
､
作

者
の
表
現
意
図
を
損
ね
て
い
る
の
を
見
か
け
る
が
'
こ
こ
で
は
こ
の
表
記
を

信
用
し
資
料
と
し
て
扱
う
こ
と
に
し
た
｡
さ
ら
に
比
較
的
新
し
い
が
､
『写
真

集
原
敬
毅
後
五
十
年
そ
の
生
涯
』
(昭
和
四
十
五
年
)
に
は
五
点
'
『図
録
宝

裕
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
(昭
和
五
十
八
年
)
に
は
四
点
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡

そ
の
他
'
原
敬
記
念
館
企
画
展
資
料
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
｡

三

原
敬
の
書
作
品
の
制
作
年
代

原
の
書
作
品
の
制
作
年
代
の
関
し
て
は
'
前
掲

『普
段
着
の
原
敬
』
に
紹

介
が
あ
り
'
自
身
'
日
記
の
明
治
四
十
二
年
五
月
二
十
九
日
に
次
の
よ
う
な

記
述
が
あ
る
｡

長
谷
場
の
官
邸
に
催
せ
し
小
集
に
赴
き
た
る
に
七
八
名
来
客
者
あ
-
'

雑
談
中
伊
藤
大
人
の
話
に
'
此
間
音
量
の
入
札
あ
-
'
余
の
書
な
-
と

云
う
も
の
あ
-
'
入
札
の
結
果
五
園
に
て
落
札
し
'
人
々
余
の
書
は
珍

ら
し
き
も
の
な
り
と
云
ひ
居
た
る
も
其
筆
跡
は
余
の
筆
跡
に
似
ざ
-

L
と
云
ふ
に
付
'
落
款
あ
り
し
や
と
尋
ね
た
る
に
唐
紙
半
切
に
詩
を
善

し
た
る
も
の
に
て
只
だ
敬
の
一
字
の
み
'
但
し
印
は
之
あ
り
た
り
と
'

然
る
に
余
は
印
も
固
よ
-
之
あ
る
に
非
ら
ず
又
書
と
て
絶
野
に
之
な

し
､
余
の
記
憶
中

一
昨
年
大
演
習
の
際
'
結
城
に
て
旅
館
な
り
し
庭
に

て
主
人
の
強
請
し
て
巳
ま
ざ
る
に
因
り
巳
む
を
得
ず
横
モ
ノ
に
数
字

を
暮
し
て
輿
へ
た
る
こ
と
も
あ
る
も
其
巳
外
に
之
な
し
'
全
-
余
の
偽

筆
を
作
-
印
ま
で
偽
造
せ
し
も
の
と
思
ふ
､
世
間
の
書
董
骨
董
必
ら
ず

此
類
多
し
'
笑
ふ
に
耐
へ
た
る
次
第
な
り
｡

(『原
敬
日
記
』
第
二
巻
'
三
五
六
貫
)

こ
の
記
述
の

｢
一
昨
年
の
大
演
習
｣
は
明
治
四
十
年
十

一
月
十
四
日
～
二

十
日
で
あ
り
､
こ
の
時
､
結
城
の
旅
館
で
'
横
物
に
数
字
揮
竃
し
た
の
が
'

原
の
書
作
品
制
作
の
始
ま
-
と
い
う
｡

原
杢

一
郎

〔1
〕
に
は
'
｢揮
毒
㌢
ら
い
｣
と
題
し
て
原
の
春
作
の
様
子
が

記
載
さ
れ
'
揮
毒
の
類
を
嫌
っ
た
と
述
べ
､

そ
の
う
ち
ハ
ッ
キ
リ
決
定
的
に
'
書
か
ざ
る
を
得
な
-
な
-
'
い
や
で

も
応
で
も
書
い
て
あ
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た

の
は
'
政
友
会
総
裁
に
推
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
｡
こ
う
な
る
と
'

総
裁
の
書
は
､
家
の
子
郎
党
へ
の
い
わ
ば
お
墨
付
き
的
役
割
も
す
る
こ

と
に
な
る
か
ら
､
ど
う
し
て
も
書
か
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
-
な
っ
て

10



書
い
た
｡
だ
か
ら
父
の
書
は
世
に
少
な
い
が
'
そ
れ
で
も
そ
ち
こ
ち
に

見
か
け
る
真
筆
は
み
な
こ
の
時
代

(政
友
会
総
裁
就
任
以
後
の
も
の
で

あ
る
｡
(
一
七
九
貢
)

と
い
う
｡
政
友
会
総
裁
就
任
は
大
正
三
年
六
月
十
八
日
で
あ
る
｡
原
の
書

の
殆
ど
が
政
友
会
総
裁
就
任
以
後
と
い
う
こ
と
は
､
大
正
十
年
暗
殺
ま
で
の

七
年
間
､
五
十
八
歳
か
ら
六
十
五
歳
の
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

ま
た
'
前
田
蓮
山

〔-
〕
も
'

誰
か
に
書
い
た
と
云
ふ
こ
と
が
知
れ
る
と
､
お
れ
に
も
お
れ
に
も
と
責

め
ら
れ
る
か
ら
ね
…
-
彼
に
は
書
い
た
が
此
れ
に
は
書
か
な
い
と
云

っ
て
は
わ
る
い
か
ら

一
切
筆
を
持
た
ぬ
こ
と
に
し
て
居
る
ん
だ
｡
-
-

私
が
光
筆
版
の
精
功
な
こ
と
を
話
し
た
ら
'
先
生
無
邪
気
に
目
を
丸
-

し
て

『そ
れ
は
珍
ら
し
い
｡
我
輩
に
は
其
れ
で
津
山
だ
｡
目
で
見
て
面

白
け
れ
ば
目
的
は
達
す
る
わ
け
だ
か
ら
ね
｡
早
速
見
に
行
か
う
-
-
と

大
光
社
の
所
在
を
詳
し
-
聞
か
れ
た
｡
(前
書
き
)

と
揮
毒
を
嫌
っ
た
原
の
様
子
を
紹
介
し
'
複
製
制
作
に
到
っ
た
経
緯
を
記

し
て
い
る
｡

日
記
の
記
述
と
併
せ
て
整
理
す
る
と
'
原
の
書
作
品
の
制
作
年
代
は
'
明

治
四
十
年
か
ら
大
正
十
年
ま
で
'
十
五
年
間
で
あ
-
､
殆
ど
は
大
正
三
年
以

後
t
と
い
う
こ
と
に
な
る
.
資
料

｢原
敬
の
書
作
品

一
覧
｣
を
見
る
と
'
記

年
の
作
品
は
多
-
な
い
が
､
記
年
の
あ
る
も
の
は
大
正
年
間
に
集
中
し
て
お

り
､
原
杢

l
郎
､
前
田
蓮
山
の
記
述
と
ほ
ぼ
符
合
す
る
｡

ま
た
､
句
作
を
始
め
た
時
期
に
つ
い
て
'
大
正
二
年
頃
で
あ
る
と
言
わ
れ

て
い
る

【
-
】｡
句
作
と
善
作
の
時
期
が
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
始
め
ら
れ
た
と

言
え
よ
う
｡

さ
ら
に
'
興
味
深
い
の
は
贋
作
で
'
原
杢

一
郎

〔-
〕
は

と
き
に
美
術
商
と
か
骨
董
屋
と
か
い
う
人
が
見
え
て
'
父
の
書
な
る
も

の
を
持
っ
て
-
る
が
'
真
偽
は

一
見
し
て
わ
か
る
ど
こ
ろ
か
'
じ
つ
は

一
度
も
本
物
に
出
会

っ
た
こ
と
が
な
い
の
は
ど
う
い
う
わ
け
だ
ろ
う

か
｡
明
治
四
十
二
年
ご
ろ
か
ら
す
で
に
偽
筆
が
流
布
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
､
父
の
書
に
も
市
場
価
値
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
あ
ろ
う
｡｣
(
一
八
〇
頁
)

と
言
う
｡
現
在
で
も
'
骨
董
界
に
出
回
っ
て
い
る
原
の
作
品
と
称
さ
れ
る

も
の
の
中
に
は
贋
作
が
か
な
-
多
-
'
筆
者
も
し
ば
し
ば
眼
に
す
る
｡

四

原
敬
の
書
作
品
の
特
徴
に
つ
い
て

原
の
書
作
品
の
特
徴
を
幾
つ
か
挙
げ
よ
う
｡

一
つ
は
'
力
強
-
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
-
て
品
格
が
高
い
こ
と
で
あ
る
｡
作

品
を
前
に
し
て
い
る
と
心
が
洗
わ
れ
る
よ
う
な
清
々
し
い
気
分
に
さ
せ
ら
れ

る
｡
贋
作
に
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
な
い
｡
力
強
さ
は
特
に
一
文
字

目
の
初
画
に
顕
著
で
'
含
量
豊
か
で
太
-
書
き
出
す
こ
と
が
多
い
｡
ま
た
'

意
表
を
つ
い
て
最
終
画
に
も
現
れ
る
場
合
が
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
で
い
て

粗
野
で
な
い
｡

二
つ
目
は
古
書
法
を
学
び
'
自
家
薬
寵
中
の
も
の
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
｡揺

る
ぎ
の
な
い
書
の
骨
格
'
爽
や
か
な
品
格
は
'
自
己
流
の
癖
字
で
は
な

く
'
古
書
法
を
習
っ
た
こ
と
が
彼
の
書
か
ら
は
想
像
で
き
る
｡
筆
者
は
実
見

し
て
い
な
い
が
'
原
が
手
習
い
に
使
用
し
た

『浄
化
閣
帖
』
が
伝
存
す
る
と

い
う
｡
原
の
書
に
は
､
十
七
帖
あ
た
-
の
王
義
之
の
書
と
共
通
す
る
文
字
の

頭
部
を
大
き
-
香
-
特
徴
が
あ
る
｡

書
簡
の
場
合
は
革
卒
の
間
に
書
か
れ
た
り
し
た
も
の
も
あ
る
せ
い
か
'
文

字
の
崩
し
が
乱
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
'
書
作
品
の
文
字
の
崩
し
方
は
非
常
に

し
っ
か
り
し
て
い
る
｡

三
つ
目
は
'
技
法
が
多
彩
で
あ
る
｡
字
形
や
筆
遣
い
に
関
し
て
は
変
化
が

あ
り
な
が
ら
そ
れ
が
上
手
く
調
和
し
て
い
る
｡
例
え
ば
始
筆

一
つ
を
と
っ
て

見
て
も
'
同

一
の
入
筆
を
し
な
い
｡
文
字
毎
の
変
化
が
あ
る
｡
こ
の
点
も
多

l l



-
の
贋
作
に
は
な
い
点
で
あ
る
｡

四
つ
目
は
'
余
白
に
対
す
る
配
慮
が
行
き
届
い
て
い
る
｡
概
し
て
文
字
の

外
に
広
い
余
白
を
取
る
が
､
そ
の
余
白
が
生
き
て
い
て
無
駄
な
空
間
が
な
い
｡

五
つ
目
は
'
落
款
の
署
名
と
用
印
に
は
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
る
｡
書

か
れ
た
詩
文
の
本
文
と
同
様
に
落
款
に
も
注
意
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
｡
漢

字
作
品
の
引
首
印
に
は

｢全
書
鼻
｣
｢自
反
而
縮
｣
｢錐
千
高
人
音
往
｣
｢冷
淡

生
涯
｣
な
ど
を
使
用
し
て
い
る
｡
落
款
印
に
は

｢原
敬
｣
｢原
敬
之
印
｣､
｢逸

山
｣
を
用
い
'
漠
字
仮
名
交
じ
-
の
俳
句

･
和
歌
等
の
作
品
に
は

｢
一
山
｣

｢介
秦
荘
主
人
｣
｢
一
山
百
文
｣
｢東
夷
迂
人
｣
等
を
使
用
し
て
い
る
【
2
】
｡

印
は
い
ず
れ
も
格
調
高
い
が
'
刻
者
に
つ
い
て
筆
者
は
確
認
し
て
い
な
い
｡

六
つ
日
は
､
良
質
の
用
具
用
材
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
用
紙
は

紙
の
肌
合
い
か
ら
中
国
画
仙
紙
と
想
像
さ
れ
る
｡
渉
み
や
擦
れ
が
顕
著
に
表

現
さ
れ
､線
質
の
深
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
｡印
泥
は
中
国
製
で
あ
ろ
う
か
'

鮮
明
で
印
影
が
明
快
に
出
て
お
り
良
質
で
あ
る
｡

七
つ
目
は
､き
ち
ん
と
し
た
様
式
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡条
幅
､

肩
額
か
ら
扇
面
等
に
到
る
ま
で
様
々
な
形
式
の
書
作
品
を
書
い
て
い
る
が
'

ど
れ
も
書
式

･
用
印
等
ま
で
様
式
を
き
ち
ん
と
踏
ま
え
て
い
る
｡

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
言
え
る
こ
と
は
'
原
に
と
っ
て
､
書
は
余
技
で
あ
っ

た
か
も
知
れ
な
い
が
､
そ
れ
な
-
の
書
の
知
識
'
教
養
'
技
量
を
兼
ね
備
え
'

余
技
の
域
を
越
え
た
レ
ベ
ル
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
｡

五

書
作
品
の
分
析

先
に
優
れ
た
特
徴
を
挙
げ
た
が
､
原
も
人
間
で
あ
る
以
上
､
書
き
損
じ
は

あ
っ
た
は
ず
で
あ
-
'
ま
た
今
日
我
々
が
眼
に
す
る
残
さ
れ
た
全
て
の
作
品

が
傑
作
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
こ
こ
で
は
'
原
の
書
作
品
の
中

か
ら
､
そ
の
特
徴
が
現
れ
て
い
る
作
品
を
取
-
上
げ
考
察
し
て
み
た
い
｡

1

｢庭
常
襲
圭

一
敬

戊
午
新
年

敬
｣
(図
1
)

本
紙
寸
法
は
'
縦

二

一九
cm
'
横
三
二
.
五
cm
で
今
日
の
小
画
仙
半
切
よ

り
少
し
小
さ
い
サ
イ
ズ
で
あ
る
｡
｢嵩
愛
に
鹿
す
る
に
一
散
を
主
と
す
｡｣
李

追

(栄
)｡
｢戊
午
｣
は
大
正
七
年
で
首
相
に
な
る
年
｡
筆
者
の
経
験
か
ら
想

像
す
る
に
'
何
日
か
前
に
磨
っ
た
墨
が
蒸
発
L
波
-
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
｡
中
国
画
仙
紙
と
思
わ
れ
る
渉
む
用
紙
に
､
宿
墨
と
思
わ
れ
る
超
渡
墨
で

書
か
れ
､墨
量
の
多
い
文
字
の
初
画
は
ど
れ
も
横
か
ら
見
る
と
光
っ
て
い
る
｡

墨
は
粘
-
が
強
く
普
通
に
は
書
け
な
い
濃
度
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
粘
り
に

負
け
な
い
で
気
塊
に
満
ち
た
運
筆
で
書
か
れ
て
い
る
｡
輿
が
湧
い
て
筆
を
執

り
'
即
興
で
1
枚
目
か
二
枚
目
'
墨
を
吟
味
す
る
暇
も
な
-

一
幅
を
し
た
た

め
た
'
そ
ん
な
印
象
を
持
つ
｡
そ
の
あ
た
-
は
､
後
述
す
る

｢功
名
富
貴
-

-
｣
の
作
と
比
較
す
る
と
違
い
が
歴
然
と
す
る
｡

頭
部
を
強
い
タ
ッ
チ
で
入
-
'
三
画
目
以
降
は
普
通
の
無
理
を
し
な
い
線

の
太
さ
｡
足
元
の
左
右
の
払
い
は
清
々
し
-
し
っ
か
り
と
立
つ
｡
｢寓
｣
は
こ

の
作
で
唯

一
単
純
な
草
体
に
L
t

一
幅
の
中
で
極
め
て
効
果
的
な
変
化
を
も

た
ら
し
て
い
る
｡
左
下
方
に
抜
き
放
つ
の
は
意
表
を
つ
-
｡
｢敬
｣
の
最
終
画

の
太
さ
､
長
さ
'
抜
き
方
も

一
見
少
し
や
り
過
ぎ
に
も
見
え
る
が
'
こ
れ
に

よ
っ
て
全
体
を
平
凡
さ
か
ら
救
っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

落
款
も
こ
の
漫
墨
の
せ
い
で
墨
の
伸
び
は
よ
-
な
い
が
､
抵
抗
に
負
け
ず

に
渇
筆
の
ま
ま
五
文
字
を
書
き
切
っ
て
い
る
｡
文
字
の
連
綿
は
な
-
､
全
て

単
体
で
あ
る
が
'
文
字
は
背
筋
を
ピ
ン
と
伸
ば
し
'
堂
々
た
る
構
え
｡

本
文
は
紙
面
中
央
よ
り
少
し
右
よ
り
で
､

一
行
書
作
品
の
定
石
通
り
｡
紙

面
の
余
白
は

｢鹿
｣
の
上
部
よ
り

｢敬
｣
の
下
部
を
少
し
広
-
し
こ
れ
も
定

石
通
り
｡
文
字
の
中
心
が
通
り
､
ピ
タ
リ
と
決
ま
っ
て
い
る
｡
落
款
の
位
置

は
墨
書
と
印
の
位
置
が
紙
面
の
中
程
に
収
ま
-
バ
ラ
ン
ス
が
良
い
｡
引
首
印

の
位
置
も

｢虚
｣
の
右
空
間
の
良
い
位
置
で
あ
る
｡

こ
の
作
に
関
し
て
特
記
し
て
お
-
べ
き
こ
と
は
箱
書
き
で
あ
る
｡
作
品
を
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収
め
た
桐
箱
上
蓋
に
は

｢原
先
生
書

軍
帽
｣
(図
2
)'
内
側
に
は

｢芝
峯

池
永
石
題
｣
(図
3
)
の
墨
書
､
｢池
永
以
志
子
｣
の
白
文
印
'
｢芝
峯
｣
の
末

文
印
が
押
さ
れ
て
い
る
｡
池
永
に
つ
い
て
は

『普
段
着
の
原
敬
』
に
詳
し
い

が
'
原
の
書
道
の
師
匠
と
伝
え
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
｡
管
見
の
範
囲
で
は
'

こ
の
箱
書
き
は
伝
存
唯

一
の
も
の
で
'
池
永
の
数
少
な
い
筆
跡
で
の
一
つ
で

あ
-
'
雅
印
ま
で
押
さ
れ
た
大
変
貴
重
な
も
の
で
あ
る
｡
原
を
主
人
と
呼
ん

で
い
た
池
永
に
と
っ
て

｢主

1
敬
｣
の
旬
の
入
っ
た
こ
の
作
は
'
格
別
の
思

い
を
寄
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
｡

箱
書
き
の
書
き
ぶ
り
は
'
滑
る
板
書
き
の
せ
い
か
原
の
書
に
見
ら
れ
る
速

度
感
が
乏
し
い
｡
ゆ
っ
た
-
し
た
t
L
か
L
t
堂
々
た
る
構
え
の
文
字
で
あ

る
｡
池
永
の
箱
書
軒
の
書
き
ぶ
り
と
原
の
そ
れ
と
は
や
や
異
な
る
印
象
を
持

つ
｡原

と
池
永
の
書
の
上
で
の
交
流
が
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
'
ど
の
よ
う

な
交
流
で
あ
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
｡
ま
た
'
書
の
師
匠
と
し
て
の
池
永
の

影
響
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
'
池
永
の
書
蹟
資
料

が
あ
ま
-
に
乏
し
-
'
今
そ
の
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

2

｢功
名
富
貴
若
長
在

湊
水
亦
鷹
西
北
流

逸
山
敬
｣
(図
4
･
図
5
)

本
紙
寸
法
は

一
三
二
cm
x
三
二
.
五
cm
｡
印
は

｢冷
淡
生
涯
｣
｢原
敬
｣
｢逸

山
｣｡
出
典
は
'
李
白
の

｢江
上
吟
｣｡
｢名
誉
も
富
も
長
続
き
し
な
い
｡
そ
れ

は
漠
水
が
逆
流
し
な
い
の
と
同
じ
だ
｡｣
と
い
う
意
｡
引
首
印
の
｢冷
淡
生
涯
｣

も
こ
の
旬
の
意
味
内
容
と
関
連
さ
せ
て
の
用
印
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
作
は
原
敬
記
念
館
に
複
製
が
あ
る
が
'
前
田
蓮
山
の

『原
敬
翁
遺
墨

目
録
』
の
も
の
と
も
異
な
る
｡
太
田
孝
太
郎
の
評

｢流
暢
の
筆
に
し
て
脅
張

の
態
な
-
-
-
｣
【
3
】
が
ぴ
っ
た
-
'
書
簡
の
書
き
振
-
と
も
繋
が
る
作

と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
｡
流
れ
る
よ
う
な
渇
筆
の
な
か
に
清
々
し
い
爽
や
か
さ

を
感
じ
る
｡
観
る
ほ
ど
に
清
々
し
い
品
格
に
満
た
さ
れ
る
よ
う
に
感
じ
る
の

は
筆
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
｡
贋
作
も
何
度
か
筆
者
は
眼
に
し
た
｡
過
眼
し
た

贋
作
は
こ
の
よ
う
に
爽
や
か
で
な
い
｡

全
体
を
通
じ
て
筆
脈
が
貫
通
し
'
空
間
が
精
彩
を
放
っ
て
い
る
｡
行
間
の

空
け
具
合
'
字
間
の
間
の
取
-
具
合
､
文
字
の
大
小
､
字
幅
の
広
狭
'
墨
量

の
変
化
'
墨
継
ぎ
の
位
置
'
筆
勢
な
ど
自
然
に
仕
上
が
っ
て
い
る
｡

作
品
は
'

一
字
目

｢功
｣
の
第

一
画
目
の
気
晩
に
満
ち
た
強
い
打
ち
込
み

で
始
ま
る
｡
が
'
こ
の
や
や
強
引
と
も
見
ら
れ
る
点
画
は
'
次
第
に
解
放
さ

れ
て
'
や
や
細
身
の
軽
快
な
動
き
と
な
る
｡
｢功
｣
と

｢名
｣
は
や
や
問
が
空

い
た
感
は
あ
る
が
'
第
二
宇
目

｢名
｣
以
降
は
筆
脈
が
貫
通
し
'
暢
達
L
t

変
化
に
富
ん
だ
表
現
と
な
る
｡
｢名
｣
か
ら

｢貴
｣
ま
で
実
線
で
連
綿
は
し
て

い
な
い
が
空
間
の
筆
意
は
貫
通
し
て
い
る
｡
抑
揚
に
満
ち
た

｢名
｣
｢富
｣｡

｢名
｣
の
前
半
は
水
平
運
動
'
後
半
は
上
下
運
動
｡
｢富
｣
は
そ
の
道
｡
｢貴
｣

は
渇
筆
の
水
平
運
動
｡
｢富
｣
と

｢貴
｣
は
共
に
右
旋
回
の
運
動
で
あ
-
な
が

ら
趣
は
異
な
る
｡
小
さ
め
の
文
字
が
続
い
た
後
'
｢若
｣
の
草
体
で
含
量
し
大

き
目
に
す
る
｡
｢若
｣
の
大
き
さ
は
全
体
の
中
で
重
要
で
あ
る
｡
｢長
｣
｢在
｣

は
微
か
に
'
｢漠
｣
｢水
｣
は
太
-
連
綿
し
'
連
綿
で
も
変
化
を
つ
け
て
い
る
｡

一
行
目
は
文
字
の
大
小
の
自
然
な
変
化
が
あ
る
｡
(図
5
)
の
落
款
の
書
き
ぶ

り
も
筆
勢
に
溢
れ
清
々
し
い
｡

3

｢無
私

戊
午
晩
春

逸
山
々
人
｣
(図
6
)

出
典
は

｢老
子
｣｡
引
首
印
は

｢全
吾
異
｣
'
落
款
印
は

｢原
敬
｣
｢逸
山
｣0

こ
の
作
品
は
'
縦
が
二
q

三
cm
'
横
は
三
七
.
六
cm
と
意
外
に
小
さ
い
｡

小
さ
い
が
大
き
-
見
え
る
不
思
議
な
作
品
で
あ
る
｡
筆
は

｢無
｣
の
第

一
画

目
の
太
さ
が
限
度
の
そ
れ
ほ
ど
大
き
-
は
な
い
筆
で
あ
ろ
う
｡
大
き
-
な
い

筆
を
目
一
杯
活
躍
さ
せ
書
い
て
い
る
感
が
あ
る
｡
万
毒
の
動
き
と
'
文
字
は

小
さ
い
な
が
ら
大
き
い
印
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
か
え
っ
て
作
品
は

大
き
く
見
え
る
｡
今
日
の
書
道
展
で
も
小
品
の
作
品
の
場
合
に
よ
-
や
ら
れ
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る
方
法
で
あ
る
｡

二
文
字
と
落
款
'
印
の
紙
面
へ
の
収
め
方
に
無
駄
が
な
い
｡
全
く
遊
び
の

な
い
線
で
'筆
画
の
強
弱
の
変
化
'筆
勢
な
ど
見
事
と
い
う
他
な
い
と
思
う
｡

シ
ン
プ
ル
で
あ
り
な
が
ら
潤
い
が
あ
-
精
彩
が
あ
る
｡

原
の
作
品
は
初
画
を
思
い
切
-
強
-
書
き
出
す
こ
と
が
多
い
こ
と
は
前
述

し
た
が
'
強
-
入
筆
し
た

｢無
｣
の
第

一
画
'
そ
れ
を
受
け
'
全
体
が
緩
み

な
-
力
強
-
運
筆
さ
れ
て
い
る
｡
｢無
｣
は
頭
部
を
大
き
-
'
左
傾
さ
せ
'
縦

長
｡
典
型
的
王
義
之
書
法
で
あ
る
｡
｢私
｣
は
第
二
画
目
の
縦
画
を
左
に
凸
に

し
'
｢無
｣
の
傾
き
と
変
化
を
つ
け
る
｡
寿
の

｢
ム
｣
の
終
筆
を
太
く
踏
ん
張

-
'
こ
の
作
を
非
凡
な
も
の
に
し
て
い
る
｡

4

｢介
眉
寿

逸
山
々
人
｣
(図
7
)

出
典
は
詩
経
の
｢以
介
眉
専
｣
か
ら

｢眉
寿
を
介
-
｣｡
原
の
書
の
特
徴
で

あ
る
第

一
画
目
の
太
さ
強
さ
が
際
立
つ
｡
筆
が
よ
-
活
躍
し
'
筆
の
乳
み
が

聞
え
る
よ
う
で
も
あ
-
'
大
変
厳
し
い
線
質
で
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
｡

5

｢賓
積

大
正
己
未

春
日

原
敬
謹
書
｣
(図
8
)

落
款
に
｢原
敬
謹
書
｣
｢原
敬
書
｣
と
書
い
て
い
る
の
は
管
見
の
範
囲
で
は

｢賓
積
｣
の
み
で
あ
る
｡
｢賓
積
｣
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
思
い
の
表
れ
と
解

釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
大
正
八
年
の
作
｡
筆
の
活
躍
は
原
の
他
の
作
品
に
比

べ
る
と
さ
ほ
ど
感
じ
ら
れ
な
い
が
'
小
品
で
あ
る
た
め
か
'
書
き
に
く
い
形

式
の
た
め
か
'
こ
の
青
葉
に
対
す
る
思
い
で
あ
ろ
う
か
'
穏
や
か
で
慎
重
な

書
き
ぶ
-
の
作
で
あ
る
｡
同
文
で
落
款
の

｢春
日
｣
が

｢夏
日
｣
と
書
い
た

も
の
が
存
在
す
る
｡
扇
面
の
作
は
他
に
三
点
'
｢賓
積
｣
も
他
に
三
点
確
認
し

た
｡

6

｢甲
寅
夏
嵐
山
に
て

敬

夜
に
入
り
て
水
音
冷
し
嵐
山
｣
(図
9
)

真
筆
で
あ
り
'
佳
作
で
あ
る
が
'
印
は
な
い
｡
表
現
と
し
て
も
原
の
特
徴

が
出
て
い
る
｡
文
字
の
頭
部
を
大
き
-
し
､
詞
書
の
書
き
出
し

｢甲
｣
や
本

文
の
書
き
出
し

｢夜
｣
は
含
墨
豊
か
に
始
ま
る
｡

7

｢真
帆
片
帆
往
-
か
帰
る
か
春
の
海

一
山
｣
(図

∽
)

原
に
し
て
は
珍
し
-
渇
筆
の
短
冊
作
品
だ
が
'
筆
致
は
原
ら
し
い
｡
俳
句

な
の
で
'
落
款
は

｢
一
山
｣'
印
は

｢
一
山
百
文
｣
を
押
し
て
い
る
｡

8

｢盛
岡
に
て
戊
辰
殉
難
者
の
五
十
年
祭
を
営
み
け
る
時

祭
文
を

求
め
ら
れ
余
ハ
戊
辰
戦
争
ハ
政
見
の
異
同
の
み
誰
か

朝
廷
に
弓
を

ひ
-
者
あ
ら
ん
や
と
云
い
て
そ
の
寛
を
雪
け
り

焚
-
香
の
煙
の
み
た

れ
や
秋
の
風

敬
｣
(図

m
)

こ
の
作
は
三
つ
の
文
字
集
団
か
ら
な
る
｡
紙
面
全
体
の
中
で
の
三
集
団
と

余
白
の
調
和
具
合
が
見
事
で
あ
る
｡
詞
書
の
文
字
集
団
に
比
べ
'
本
文
を
や

や
大
き
-
し
行
の
高
さ
を
変
え
て
い
る
｡
本
文
書
き
出
し
は
'
ひ
と
き
わ
含

量
多
-
強
い
タ
ッ
チ
で
書
き
出
す
原
の
独
特
の
表
現
｡
落
款
は

｢敬
｣

一
字

の
草
書
｡
そ
の
下
に
方
形
印

｢
一
山
百
文
｣
さ
ら
に
下
に
円
形
印

｢介
秦
荘

主
人
｣
を
配
置
し
て
い
る
｡
印
の
方
形
と
円
形
の
変
化
も
効
果
的
｡
原
の
作

品
は
余
白
に
対
す
る
優
れ
た
感
覚
が
現
れ
て
い
る
と
思
う
が
'
こ
の
よ
う
な

複
雑
な
構
成
の
場
合
は
そ
れ
が
際
立
つ
｡
印
は
､
俳
句
を
揮
毒
し
た
際
に
常

用
し
た

｢
一
山
百
文
｣
｢介
寿
荘
主
人
｣｡

大
正
六
年
九
月
八
日
の
日
記
に
､
旧
南
部
藩
士
戊
辰
殉
難
者
五
十
年
祭
を

挙
行
L
t
祭
文
を
寄
せ
た
旨
の
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
る
｡
戊
辰
戦
争
の
菟

罪
を
雪
ぐ
の
が
原
の
悲
願
で
あ
っ
た
だ
け
に
'
こ
の
作
の
表
現
に
も
周
到
な

構
想
と
強
い
思
い
を
感
じ
る
｡
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六

お
わ
り
に

原
の
書
は
下
手
で
あ
る
と
の
評
を
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
る
｡
整
正
な
槽
書

を
是
と
す
る
観
点
か
ら
は
そ
う
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
'
筆
者
は
'
む
し

ろ
類
稀
な
感
性
と
卓
越
し
た
技
量
を
持
ち
な
が
ら
'
技
量
に
溺
れ
る
こ
と
な

-
'
｢書
は
人
な
り
｣
の
境
地
が
現
れ
た
優
れ
た
書
で
は
な
い
か
と
思
う
｡

書
の
評
価
は
'
目
に
し
た
作
品
に
よ
る
し
か
な
い
｡
す
な
わ
ち
'
優
れ
た

作
品
が
い
-
ら
存
在
し
て
も
見
な
け
れ
ば
評
価
は
で
き
な
い
わ
け
で
'
原
の

作
品
が
多
-
の
人
の
目
に
触
れ
'
正
当
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
｡

掲
載
の
図
版
資
料
は
'
原
敬
記
念
館
の
協
力
を
頂
い
た
｡
こ
こ
に
記
し
謝

意
を
表
し
た
い
｡

〔引
用

･
参
考
文
献
〕

原
杢

一
郎
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』
､
毎
日
新
聞
社
､
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一
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遺
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光
社
'
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『原
敬
全
停
』
､
鈴
木
利
貞
'
日
本
評
論
社
'

一
九
二
二
年

『原
敬
全
集
』
､
田
中
辰
志
'
朝
風
社
'

一
九
二
九
年

『原
敬
翁
遺
墨
目
録
』
'
前
田
蓮
山
'
大
光
社
'

一
九
二
二
年

『写
真
集
原
敬
毅
後
五
十
年
そ
の
生
涯
』
原
敬
遺
徳
顕
彰
会
､

1
九
七
〇
年

『図
録
宝
裕
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
盛
岡
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｡
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教
編
'
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市
'
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六
〇
年
'
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資料 ｢原敬の書作品一覧｣
｢種類｣欄の ｢交｣は漠字仮名交じりの書

No.檀類 形式 本文 詞書 き 落款 印 制作年 図書名 編著者 出版社 出版年 掲載貢

1仮名 縦 内務大臣位勲臣謹書 大正2(1913)図録宝裕飽コレクション 岡市中央公民館 岡市中央公民館 昭和 58(1983)50
(普開山の和歌下書)

2交 蘇 はれ衣着て御幸拝むや秋日和 大正二年秋桃山行幸供奉の途上にて 敬 逸山 原敬 大正2(1913)原敬全集下巻 田中辰志 朝風社 昭和4(1929) 444-445

3衣 方形 はれ衣着て御幸拝む秋日和 大正二年十月桃山御陵御幸の途上 花押 大正2(1913)原敬翁遺墨目録 前田連山 大光社 大正 11(1922) 8

4交 縦 年ことに召さるる人の数そふは大正三年新年御宴に陪して 正 大正3 原敬全集 日中辰志 朝風社 昭和4 978-

さかまく御世のしるしなりけり 口三位 敬 (1914)上巻 (1929) 979

5交 扇 ′､紀主基のあかた 定めにこの朝 大正三年二月五日粛田 卜走の御 逸山 原敬 大正3 原敬全集 田中辰志 朝風社 昭和4 978-

面 け をろかみまつる 卜庭の神 式に列りて 正三位 敬 (1914)上巻 (1929) 979

6交 縦 に入りて水音､し嵐山 甲真夏嵐山にて 秦･主人 大正3(1914)原敬全集下巻 田中辰志 朝風社 昭和4(1929) 636-637

7交 色紙 に入りて水音涼し嵐山 甲真夏嵐山にて 大正3(1914)原敬翁遺墨目録 前田蓮山 大光社 大正11(1922)12

8交 負 に入りて水音涼し嵐山 大正三年夏嵐山にて 敬 大正3(1914)原敬翁遺墨目録 前田蓮山 大光社 大正 11(1922)12紙

9 漢辛 横 ･孤 甲寅秋 ? 大正3(1914)原敬研究資(12)原敬日記を播 く第 10回記念企画展 原敬記念 原敬記念 平成 4(1992) 3

10漢辛 横 断而行之 大正三年十一月 大正3(1914)原敬全集巻 田中辰志 朝風社 昭和41929) 1074-1075

ll藻辛 蘇 庭高奨主一散 午新年 ホ烏爾我薦我 原敬 逸山 大正7(1918)原敬研究資､30 原日記を播く 第26回企画展 原敬記念 原敬記念 平成 13(2001) ll

12漢辛 横 汲古 午初春 自反而縮 敬之印 逸山 大正7(1918)原敬全集上巻 田中辰志 朝風社 昭和4(1929) 44-45

13漢辛 横 徳寿 ､午初春 自反而縮 原敬之印 逸山 大正7(1918)原敬全侍也 鈴木利貞 日本評希土 大正 11(1922)

14漢辛 横 謙受益 午初春 ? 原敬之印 逸山 大正7(1918)原敬研究資､19 原日記を播く 第 16回企画展 原敬記念 原敬記念 平成 8(1996)

15湊辛 横 無私 午晩春 全書 原敬 逸山 大正7(1918)原敬全集上巻 田中辰志 朝風社 昭和4(1929) 182-183

逸山々人 大正7(1918)図録宝裕館コレクション 同市中央公民館 岡市中公民館 昭和 58(1983)50
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原敬全集上巻 田中辰志 風社 昭和 4(1929) 286-287

17漢辛 横 淡然忘世集 大正己未春日 逸山敬 錐千常人吾往 原敬之印 逸山 大正8(1919)原敬全集下巻 EB中辰志 風社 昭和 4(1929) 316.-317
原敬翁遺墨目録 前田連山 大光社 大正11(1922)10

18漢辛 扇面 積 大正己兼寿日原敬謹書 自反而縮 原敬之印 逸山 大正8(1919) (原敬記念)

19漢辛 扇面 賓積 大正己末日原敬謹書 自反而縮 原敬之印 逸山 大正8(1919)原敬全集上巻 田中辰志 朝風社 昭和4(1929) 876-877

20漢辛 扇面 欲輿天下共坐春 名立憲政友会創立廿年紀念書 原敬 自反而崩 原敬之印 逸山 大正8(1919)原敬全倖天 鈴木利貞 日本評論土 大正11(1922)原敬全集巻 田中辰志 朝風社 昭和 41929) 390-391

21漢辛 縦 色静中生 逸山 ? 原敬之印 逸山 大正9(1920)原敬全侍天 木利貞 日本評論土 大正11(1922)

22漢辛 陶香 ?平和来 - 大正10(1921)原敬全侍天 木利貞 日本評論士 大正11(1922)

23漢辛 綻 一条荷花滞院香 大正辛酉元旦試筆逸山敬 大正 10(1921)原敬翁遺墨目録 前田蓮山 大光社 大正11(1922)4

24漠辛 横 公簿心 大正辛酉元旦試筆逸山敬 ､烏我. 戟 原敬 逸山 大正10(1921)原敬墓所大藩寺物語 一戸英敏 大藩寺 昭和 61(1987)173
原敬翁遺墨目録 前田連山 大光社 大正11(1922)9

25漢辛 横 積. 原敬書 錐千盲人吾往 原敬之印 逸山 原敬全集下巻 田中辰志 朝風社 昭和4(1929) 912-913

26漢辛 横 賓積 原敬謹書 全書 原敬 逸山 写真集 原液後50年 その生涯 原敬遺徳顕彰会 原敬遺徳顕彰会 昭和 45(1970) 17

27漢辛 横 天地無私 逸山敬 錐千常人吾往 原敬之印 逸山 原敬全停天 木利貞 日本評論士 大正11(1922)

原敬全集下巻 田中辰志 風社 昭和 4(1929) 540-541

写真集 原毅後50年 その生涯 原敬遺徳顕彰会 原敬遺徳彰会 昭和 451970) 122

28湊辛 横 淡如雲 逸山々人 維千甫人音往 原敬之印 逸山 写真集 原奴後50年 その生涯 原敬遺徳顕彰会 原敬遺徳顕彰会 昭和 45(1970) 123

原敬翁遺墨目録 前田連山 大光社 大正11(1922)l l

29漢辛 蘇 ､誠貫日普天下 原敬 ? 原敬 逸山 図録宝裕館コレクション 同市中央公民庶 同市中央公民館 昭和 58(1983)49

30漢辛 縦 満院香 逸山敬 ? 原敬 逸山 図録宝裕飼コレクション 同市中央公民館 同市中央公民館 昭和 58(1983)49

31漢辛 横 人情 逸山々人 全書 原敬 逸山 原敬全集上巻 田中辰志 朝風社 昭和 4(1929) 310-311.
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辛 而縮 之印 下巻 (1929)

33漢辛 横 硯得佳友 逸山々人 難千常人吾往 原敬之印 逸山 原敬全集下巻 EB中辰志 朝風社 昭和4(1929) 372-373
原敬翁遺墨目録 前田蓮山 大光社 大正 11(1922)15

34漢辛 横 慎終如姶 逸山敬 自反而縮 原敬之印 逸山 原敬全集下巻 田中辰志 朝風社 昭和4(1929) 372-373

35漢辛 横 風暁 逸山敬 全書 原敬 逸山 原敬全集下巻 田中辰志 朝風社 昭和4(1929) 1072-1073

36浜辛 縦 功名富貴若長を湊水亦鷹西北流 逸山敬 冷淡渡 原敬 逸山 (個人衆)

37漢辛 縦 功名富貴若長を漠水亦鷹西北流 逸山敬 冷淡生涯 原敬 逸山 (個人裁)

38漢辛 蘇 功名富貴若長在湊水亦慮西北流 逸山 雄千常人吾往 原敬之印 逸山 原敬翁遺墨目録 前田蓮山 大光社 大正11(1922) 5

39漢辛 横 拙 逸山 ホ鳥爾我烏我 原敬 原敬鎗遺墨目錬 前田蓮山 大光社 大正 11(1922)14

40湊辛 横 清風大帝竹 錐千常人吾往 原敬之印 逸山 原敬爵遺墨目録 前田連山 大光社 大正 11(1922)28

41湊辛 横 天地-家春 逸山敬 ? 原敬 逸山 原敬翁遺墨日赤 前田連山 大光社 大正 11(1922)29

42漢辛 横 恩人玄 逸山々人 錐千貫入吾往 原敬之印 逸山 原敬翁遺墨目録 前田蓮山 大光社 大正 11(1922)27

43漢辛 蘇 ル水桃花物外春 ? 原敬 卓山 原敬全集上巻 田中辰志 朝風社 昭和4(1929) 1138-1139

44漢辛 横 眉寿 逸山々人 ? 原敬 逸山 原敬研究資(31) 原日記を播く 第27企画展 原敬記念 原敬記念 平成13(2001)

45漢辛 横 静 逸山々人 雄千寓人音往 原敬之印 逸山 原敬翁遺墨日録 前田蓮山 大光社 大正11(1922)19

46漢辛 横 港 全書 原敬 逸山 (原敬記念蔵)

47漢辛 縦 寺歴太平春 横山翁首歳等 原敬翁遺墨目録 前田蓮山 大光社 大正11(1922)26

48漢辛 舵 浮雲柳索人間世流水桃花物外春 為.大慈禅寺 敬 ? 原敬之印 逸山 原敬全俸天 鈴木利貞 日本評論土 大正11(1922)

原敬全集下巻 田中辰志 朝風社 昭和4(1929) 1018-1019

49交 横 帰り来て又緑蔭に俳書かな 一山 原敬全停天 鈴木利貞 日本評論土 大正11(1922)

原敬全集下巻 田中辰志 朝風社 昭和4(1929) 830-831

50交 横 喰ひ過ぎて腹な痛めぞ芋の秋 青木翁七十の際一山 秦･主人 原敬全備天 鈴木利貞 日本評論土 大正 11(1922)

51交 縦 園に木やりの草や五月晴 明治神宮上棟の∠式に 敬 逸山 原敬全倖地 鈴木利貞 日本評論土 大正 11(1922)
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52交 縦 わびすけと聞くや可憐の花咲て 一山首文 専･主人 原敬全集上巻 田中辰志 朝風社 昭和4(1929) 808-809

53交 縦 秋や死損ひしIの宰 亡友八角介石の法事に侍りて 秦･主人 原敬全集上巻 田中辰志 朝風社 昭和4(1929) 808-809

54交 縦 河豚ハ茶の花咲て冬枯るゝ 一山 一山百文 秦･主人 原敬全集上巻 田中辰志 朝風社 昭和4(1929) 1138-1139

55交 縦 春雨に鳥のぬる 帆ゝ桁かな 一山 一山育文 iTFS･主人 原敬全停天 木利貞 日本評論土 大正11(1922)

56交 縦 帆片帆往くか帰るか春の海 一山 一山百文 専･主人 原敬全侍天 鈴木利貞 日本評論士 大正11(1922)
原敬全集下巻 田中辰志 風社 昭和4(1929) 1018-.1019

57交 縦 春雨や音ゆるやかにくる 鐘ゝ 逸山 原敬全俸也 鈴木利貞 日本評論土 大正11(1922)

58交 縦 春雨や音ゆるやかにくる 鐘ゝ 一山 逸山 原敬翁遺墨目録 前田蓮山 大光社 大正11(1922)23

59交 縦 大雨に色-としほや夏木立 平和成立祝賀園遊骨の折 一山 一山百文 原敬全借也 鈴木利貞 日本評論i 大正11(1922)

60交 縦 木瓜咲くや客なき庵の片隅に 越にて 一山 一山古文 原敬全借也 鈴木利貞 日本評希i 大正11(1922)

61交 縦 上け潮の波音するや春の宵 一山 一山官文 原敬全停也 鈴木利貞 日本評論土 大正11(1922)

62交 横 蝿いとふ身を故郷に重森哉 逸山 原敬全借地 鈴木利貞 日本評論土 大正11(1922)

63交 縦 森姿に日のさし込むや春の朝 一山 壱山百文 原敬全借也 鈴木利貞 日本評論土 大正_ll(1922)

64交 縦 れ残る菊一輪や霜の朝 一山 東夷迂人 秦･主人 原敬全借也 鈴木利貞 日本評論士 大正11(1922)

65交 痩冊 れ残る菊一輪や霜の朝 原敬翁遺墨日食 前田蓮山 大光社 大正11(1922)6

66衣 縦 れ残る菊一輪や霜の朝 一山 逸山 原敬翁遺墨目録 前田蓮山 大光社 大正11(1922)13

67交 横 せめてもの心つくしや蓬餅 越別荘にて家人等蓬餅つき客にも馨し東京留守居の者にも送りなとせしかば一山 暮==･主人 原敬全借也 鈴木利貞 日本評論士 大正11(1922)

68交 横 淋しげに老鷺噂くや九十九折 平より池田にく途中海抜三千尺と称する猪鼻峠の頂上にて一山 秦･主人 原敬全借也 木利貞 日本評論i 大正11(1922)

69交 横 遠近ニむらがる鷺と見しも のハ連ニあきる海士にぞありける鎗ハ詩も歌も作らず只一首去廿五年公用にて朝A.ニ赴きたる時よめる和歌あり 原敬研究資(14)原敬日記を播く原敬記念 原敬記念 平成5(1993)
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よめる和歌あり

71交 横 く香の煙のみだれや秋の風 岡にて戊辰殉難者の五十年祭を営みける時祭文を求められ余ハ戊辰戦争ハ政見の異同のみ誰か朝廷に弓をひく者あらんやと云いてその寛を雪けり 一山育文 ･-;･主人 (原敬記念戴)

72交 色紙 ∠~春を追ふて帰るや革の庵 原敬翁遺墨目録 前田連山 大光社 大正 11(1922 ) 1

73交 痩冊 々の音に聞えけり除夜の鐘除夜の鐘他力の主人戻 りけり 原敬翁遺墨目録 前田蓮山 大光社 大正 11(1922)1

74交 痩冊 の香 もはやうせにけり夏木立なるを知るべに鴬のなく 原敬翁遺墨目録 前田蓮山 大光社 大正 11(1922)1

75交 痩冊 々の音に聞えけり除夜の鐘 原敬翁遺墨日韓 前田連山 大光社 大正 11(1922)7

76交 縦 ｣､春 日の障子ならして蝿去 りぬ -LU 逸山 原敬翁遺墨目録 前田蓮山 大光社 大正 11(1922)16

77交 色舵 ばれに御鈴の音やいやたかし 原敬翁遺墨目録 日田蓮山 大光社 大正 11(1922)20

78交 堤冊 J､春 日の障子ならして蝿去 りぬ錦木の庭にはこれる小春かな 原敬翁遺墨日赤 前田蓮山 .大光社 大正 11(1922)21

79交 色紙 うつつ巨はいつこなるらん武夫の姿は見えず音閲の山 愛知願大演習の折昔開山にて 原敬翁遺墨日韓 前田蓮山 大光社 大正 11(1922)22

80交 縦 一り来る天方節や夏の月 一山 逸山 原敬翁遺墨目録 前田連山 大光社 _大正 11(1922)24

ー20-



息
逐
象
-
,
臥

顔孝‥宵
-,J～
′浄
湿

性F

liz

∴
''+.i..i.fI:ii

;
f']･
帖
.･-!乎

酷

い＼
.･Lr･■∴1.-TL.

や

あ

笹

薮
｣あ
老

i
捲
けみlも

･滋
や

心
/紅

塵
易

㍉

I
I

I
l
,lーl
ttl千
t

卜hhト十



†
壕

‥

YW泰
山,弓ゑ

為

ノ
卓

V
L

蔓

息
-

肴

イ

J

22

l

鷹
m

'I

ト吋お

札
兄
い月山.I-:? ∫.･
J.+･
･n
配

V

･か

写
沖をの
辰
-




