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田
中
正
造
の
演
説 

 

二
一
世
紀
に
入
り
、
今
世
紀
は
地
球
規
模
で

環
境
を
考
え
る
時
代
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

わ
が
国
で
、
環
境
問
題
が
公
害
と
て
認
識
さ
れ

た
の
は
、
今
か
ら
お
よ
そ
一
〇
〇
年
前
（
明
治

三
〇
年
前
後
）
の
こ
と
で
す
。
栃
木
県
の
足
尾

鉱
毒
問
題
と
愛
媛
県
の
別
子
煙
害
問
題
が
そ
の

原
点
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
三
月
二
三
日
、

足
尾
鉱
毒
事
件
を
追
及
す
る
田
中
正
造
は
第
一

五
回
の
帝
国
議
会
に
お
い
て
、
別
子
銅
山
で
は

経
営
者
の
判
断
に
よ
っ
て
製
錬
所
そ
の
も
の
が
、

新
居
浜
か
ら
瀬
戸
内
海
の
無
人
島
「
四
阪
島
」

に
移
さ
れ
た
と
高
く
評
価
し
ま
し
た
。
そ
の
内

容
は
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

伊
予
の
国
（
愛
媛
県
）
の
別
子
銅
山
は
、

第
一
に
鉱
業
主
は
住
友
で
あ
る
。 

そ
の
た
め
社
会
の
事
理
人
情
を
知
っ
て
い

る
者
で
す
か
ら
、
自
分
が
金
を
も
う
け
さ

え
す
れ
ば
よ
い
も
の
だ
と
い
う
よ
う
な
、

そ
う
い
う
ま
ち
が
い
の
考
え
を
持
た
な
い
。 

今
か
ら
一
〇
〇
年
前
、
こ
の
四
阪
島
へ
の
製

錬
所
移
転
を
断
行
し
、
荒
れ
果
て
た
別
子
の

山
々
に
植
林
し
た
一
人
の
実
業
家
が
い
ま
し
た
。

そ
れ
が
住
友
の
二
代
総
理
事
伊
庭
貞
剛
で
す
。

の
ち
に
「
幽
翁
」
と
称
し
ま
し
た
。 

   

裁
判
官
か
ら
住
友
へ 

 

伊
庭
貞
剛
は
、
琵
琶
湖
の
あ
る
滋
賀
県
近
江

八
幡
市
西
宿
の
出
身
で
す
。
幕
末
の
弘
化
四
年

（
一
八
四
七
）
一
月
五
日
、
貞
剛
は
母
田
鶴
の

実
家
、
現
在
の
滋
賀
県
野
洲
郡
中
主
町
八
夫
の

北
脇
家
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
の
ち
に
住
友
初
代

総
理
人
と
な
る
お
じ
の
広
瀬
宰
平
（
母
の
弟
）

も
こ
の
家
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
天
保

七
年
（
一
八
三
六
）
九
歳
の
と
き
に
別
子
銅
山

へ
働
き
に
出
ま
し
た
か
ら
、
二
人
が
顔
を
合
わ

せ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
近
江
八
幡

の
伊
庭
家
は
、
佐
々
木
源
氏
の
流
れ
を
く
む
伝

統
の
あ
る
家
で
し
た
。
父
の
貞
隆
は
、
大
阪
府

和
泉
市
に
あ
っ
た
伯
多
藩
（
渡
辺
氏
、
一
万
三

五
〇
〇
石
）
の
代
官
を
務
め
て
い
ま
し
た
。
屋

敷
は
中
山
道
に
面
し
、
長
屋
門
を
構
え
た
り
っ

ぱ
な
造
り
で
し
た
。
幕
末
期
、
青
年
貞
剛
は
近

江
八
幡
の
西
川
吉
輔
に
尊
王
思
想
を
学
び
、
西

川
先
生
の
紹
介
で
新
政
府
に
勤
務
し
、
そ
の
後

裁
判
官
な
ど
司
法
の
道
を
歩
き
ま
し
た
。 

 

明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
九
月
、
伊
庭
は
函

田中  正造  (田中正造全集より ) 
天保 12 年～大正 2 年 (1841～1913) 
政治家。栃木県生まれ。自由民権運  
動に参加し、第 1 回衆議院議員となる。 
足尾銅山鉱毒問題を訴え、明治天皇  
に直訴するが、不遇の内に没す。  

伊庭貞剛生家跡  
貞剛の育った家は、近江八幡市西宿、中山
道沿いにあった。当時は交通量も多くにぎ
やかであったが、現在は跡に残る楠の老木
だけが、往事の姿をとどめている。  
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館
裁
判
所
か
ら
大
阪
上
等
裁
判
所
の
判
事
に
ま

で
昇
進
し
ま
し
た
が
、
西
南
戦
争
で
明
治
政
府

の
重
職
に
あ
っ
た
西
郷
隆
盛
が
敗
戦
し
て
亡
く

な
る
と
、
明
治
維
新
の
自
由
か
っ
達
な
気
風
は

消
え
失
せ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
天
下
・
国
家
を

考
え
て
き
た
貞
剛
に
と
っ
て
、
信
念
を
曲
げ
、

媚
び
へ
つ
ら
う
よ
う
な
当
時
の
役
人
の
世
界
に
、

未
練
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
一
年
一
二
月
、

貞
剛
は
ふ
る
さ
と
に
帰
っ
て
、
村
の
た
め
に
尽

く
そ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
の
報
告

を
か
ね
て
、
お
じ
の
広
瀬
宰
平
を
大
阪
の
住
友

家
に
訪
ね
ま
し
た
。
宰
平
は
九
歳
の
と
き
に
別

子
銅
山
に
行
き
、
一
一
歳
か
ら
勤
め
て
独
学
で

住
友
の
ト
ッ
プ
に
な
っ
た
人
で
す
。
そ
の
間
フ

ラ
ン
ス
人
技
師
を
雇
っ
て
、
別
子
銅
山
の
近
代

化
プ
ラ
ン
を
作
り
、
鉱
石
を
掘
る
た
め
の
機
械

を
入
れ
て
、
鉱
山
鉄
道
を
走
ら
せ
、
新
居
浜
の

惣
開
と
い
う
と
こ
ろ
に
レ
ン
ガ
煙
突
の
そ
び
え

る
製
錬
所
を
作
っ
た
り
し
ま
し
た
。 

 

宰
平
は
、
た
え
ず
国
に
役
立
つ
事
業
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
口
ぐ
せ
で
し
た
。 

貞
剛
に
対
し
て
も
、
い
な
か
に
引
き
こ
も
る

に
は
若
す
ぎ
る
、
民
間
の
会
社
で
も
国
に
役
立

つ
仕
事
は
い
く
ら
で
も
あ
る
よ
と
住
友
へ
の
入

社
を
強
く
勧
め
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
貞
剛

は
、
大
阪
上
等
裁
判
所
に
辞
表
を
提
出
し
、
明

治
一
二
年
二
月
四
日
住
友
に
入
社
し
ま
し
た
。

働
き
ざ
か
り
の
三
三
歳
の
と
き
で
あ
り
ま
す
。

月
給
は
四
〇
円
、
裁
判
官
時
代
の
半
分
以
下
で

し
た
。
奥
さ
ん
の
梅
子
は
、
思
わ
ず
た
め
息
が

で
た
そ
う
で
す
が
、
は
じ
め
か
ら
伊
庭
は
地
位

や
蓄
財
を
求
め
て
住
友
入
り
し
た
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。「
公
利
公
益
」
を
方
針
と
す
る
住
友

の
事
業
精
神
に
惚
れ
込
ん
だ
の
で
す
。 

   

別
子
銅
山
へ
の
単
身
赴
任 

明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）
五
月
一
日
、
伊
庭

は
住
友
の
大
阪
本
店
支
配
人
に
就
任
し
、
宰
平

の
片
腕
と
し
て
住
友
家
の
事
業
や
、
財
界
活
動

に
活
躍
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
二

六
年
五
月
ご
ろ
か
ら
新
居
浜
で
は
、
製
錬
所
の

亜
硫
酸
ガ
ス
が
農
作
物
を
枯
ら
す
煙
害
が
発
生

し
、
同
年
九
月
に
は
農
民
暴
動
を
引
き
起
こ
し

ま
し
た
。
広
瀬
宰
平
の
退
職
問
題
と
も
か
ら
ん

で
、
別
子
の
騒
動
は
暗
雲
が
た
だ
よ
っ
て
い
ま

し
た
。 

 

明
治
二
七
年
七
月
四
日
、
伊
庭
は
別
子
銅
山

の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
家
族
を
大
阪
に
残

し
て
一
人
で
別
子
銅
山
に
赴
任
し
ま
し
た
。
友

人
で
天
竜
寺
の
峩
山
和
尚
か
ら
、「
も
し
死
ん
で

も
骨
は
拾
っ
て
や
る
か
ら
、
安
心
し
て
行
き
な

さ
い
」
と
い
わ
れ
、
困
っ
た
と
き
に
読
む
よ
う

廣瀬 宰平 (広瀬歴史記念館所蔵 ) 
文政 11 年～大正 3 年 (1826～1914) 実
業家。滋賀県生まれ。11 才で別子銅山
に勤め、後別子銅山支配人、住友初代
総理事となる。別子銅山を近代化し、
日本の近代産業を育てた。  

惣開全景  (明治 30 年代 ) （住友資料館所蔵）  
明治 21 年、新居浜の海岸部、惣開に様式製錬所が創業を開始。同 26 年、
煙突からでる亜硫酸ガスによって、農作物が枯れる煙害問題が起こった。 
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に
と
禅
宗
の
本
「
臨
済
録
」
を
渡
さ
れ
ま
し
た
。

貞
剛
四
八
歳
、
赴
任
の
覚
悟
を
「
妻
を
捨
て
、

子
を
捨
て
、
家
を
捨
て
、
家
財
を
捨
て
、
一
身

を
捨
て
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ

ん
な
決
意
を
胸
に
秘
め
な
が
ら
も
伊
庭
は
、
な

ん
の
手
だ
て
を
打
つ
こ
と
も
な
く
、
た
だ
銅
山

へ
登
っ
た
り
降
り
た
り
し
て
、
親
し
く
稼
ぎ
人

に
声
を
か
け
る
だ
け
で
し
た
。
伊
庭
は
、
別
子

の
騒
動
が
重
役
と
職
員
、
ま
た
は
職
員
同
士
、

は
て
は
会
社
と
農
民
た
ち
の
意
思
の
疎
通
を
欠

い
た
人
心
の
荒
廃
が
騒
動
の
原
因
で
あ
る
と
見

ぬ
い
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
殺
伐
と
し
た
人
間

関
係
を
和
ら
げ
る
に
は
、
経
営
ト
ッ
プ
の
自
ら

が
現
場
へ
降
り
て
い
っ
て
、
対
話
す
る
必
要
が

あ
る
と
感
じ
て
い
た
の
で
す
。
当
時
の
一
般
常

識
か
ら
見
れ
ば
、
お
ろ
か
者
に
見
え
た
こ
と
で

し
ょ
う
が
、
伊
庭
は
心
の
友
で
あ
る
品
川
弥
二

郎
あ
て
書
状
の
な
か
で
、「
小
生
は
馬
鹿
な
仕
事

が
す
き
な
り
」
と
あ
え
て
言
い
放
っ
て
い
ま
す
。

ば
か
に
見
え
る
仕
事
こ
そ
、
時
と
場
合
に
よ
っ

て
は
重
要
で
あ
る
と
悟
っ
て
い
た
の
で
し
た
。

こ
の
た
め
、
さ
す
が
の
別
子
騒
動
も
伊
庭
の
真

心
が
み
ん
な
に
通
じ
て
、
静
ま
り
を
見
せ
た
の

で
し
た
。 

  
四
阪
島
へ
の
製
錬
所
移
転 

 
伊
庭
は
、
荒
廃
し
た
別
子
の
山
々
を
見
て
、

「
別
子
全
山
を
あ
を
あ
を
と
し
た
旧
の
姿
に
し

て
、
之
を
大
自
然
に
か
へ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
、
山
林
保
護
の
方
針
を
立
て
ま
し
た
。

そ
の
た
め
に
は
、
亜
硫
酸
ガ
ス
発
生
の
原
因
と

な
る
別
子
山
中
で
の
焼
鉱
や
製
錬
を
止
め
、
い

ち
早
く
燃
料
の
た
き
ぎ
や
木
炭
を
石
炭
に
替
え

る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
新
居

浜
の
海
岸
に
面
し
た
惣
開
製
錬
所
を
大
き
く
す

る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
、
平
野
部
で
の
被
害
が
激

別子山内の製錬所  (明治 14 年 ) （住友資料館所蔵）  
谷（銅山川）沿いに吹方と呼ばれる江戸時代以来の精錬所があった。  
元禄 4 年（1691）の開抗以来、伐採と煙害で全山むき出しの地肌となって
いた。 

四阪島製錬所  (明治 39 年 ) （住友資料館所蔵）  
新居浜沖、約 20 キロの瀬戸内海上に浮かぶ四阪島。海上の要塞を思わせるような、巨大な製錬所である。（昭和 51 年まで操業） 
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し
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
か
と
い
っ
て
、

こ
の
ま
ま
何
も
し
な
け
れ
ば
、
別
子
山
も
新
居

浜
も
煙
害
に
よ
っ
て
争
い
ご
と
が
起
き
、
農
作

物
や
山
林
は
も
と
よ
り
人
の
心
も
荒
れ
果
て
て

し
ま
い
ま
す
。
補
償
金
や
慰
労
金
と
い
う
よ
う

な
、
そ
の
場
し
の
ぎ
の
手
段
で
は
根
本
的
な
解

決
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
、
大
自
然
は
そ

の
よ
う
な
も
の
で
復
旧
す
る
は
ず
が
な
い
と
判

断
し
た
伊
庭
は
、
山
で
も
平
野
で
も
な
い
、
そ

の
影
響
の
も
っ
と
も
少
な
い
と
こ
ろ
に
製
錬
所

を
移
す
決
断
を
し
ま
し
た
。 

 

明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）
一
一
月
、
伊
庭

は
新
居
浜
の
沖
あ
い
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
四

阪
島
を
そ
の
候
補
地
と
し
て
、
秘
密
の
う
ち
に

自
分
の
名
義
で
買
い
取
り
ま
し
た
。
一
二
月
一

日
伊
庭
は
、
政
府
に
四
阪
島
製
錬
所
の
建
設
願

を
提
出
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
機
に
隣
接
し
た

町
や
村
で
製
錬
所
の
誘
致
運
動
が
起
こ
り
ま
し

た
。
農
村
が
多
か
っ
た
当
時
、
町
や
村
を
豊
か

に
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
工
場
が
ほ
し
い

と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
し
た
。 
 

ま
た
翌
年
三
月
に
は
、
住
友
を
引
退
し
た
広

瀬
宰
平
が
、
①
煙
害
以
外
の
損
害
に
も
目
を
向

け
な
さ
い
、
②
港
や
鉄
道
な
ど
、
社
会
資
本
の

整
っ
た
新
居
浜
を
見
捨
て
て
無
人
島
に
移
転
す

る
こ
と
は
、
費
用
の
面
、
地
域
社
会
と
の
信
頼

関
係
か
ら
み
て
問
題
が
あ
り
ま
せ
ん
か
、
③
莫

大
な
移
転
費
用
は
、
む
し
ろ
損
害
賠
償
に
当
て

な
さ
い
、
④
移
転
は
損
害
を
拡
大
す
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
よ
と
忠
告
し
て
き
ま
し
た
。 

  

別
子
山
の
環
境
対
策 

 

広
瀬
の
主
張
は
、
当
時
の
経
営
者
と
し
て
常

識
的
な
も
の
で
し
た
。
水
の
で
な
い
無
人
島
に

工
場
や
港
湾
設
備
を
建
設
し
、
社
宅
・
学
校
・

病
院
な
ど
社
会
資
本
を
整
備
す
る
こ
と
は
、
は

た
か
ら
見
る
と
「
ば
か
な
仕
事
」
に
み
え
ま
し

た
。
し
か
し
、
伊
庭
に
は
将
来
別
子
の
鉱
石
が

な
く
な
っ
て
も
鉱
石
を
買
っ
て
製
錬
す
る
買
鉱

製
錬
に
は
、
四
阪
島
が
便
利
で
あ
る
と
の
判
断

も
あ
り
ま
し
た
。
ひ
た
す
ら
将
来
を
信
じ
て
、

他
人
の
言
う
こ
と
に
惑
わ
さ
れ
な
い
で
、
四
阪

島
へ
の
移
転
を
断
行
し
ま
し
た
。
い
っ
ぽ
う
、

別
子
の
山
に
は
専
門
技
師
を
雇
い
入
れ
て
、
山

林
計
画
を
立
て
、
植
林
事
業
を
熱
心
に
進
め
ま

し
た
。
明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
）
、
伊
庭
が
別

子
支
配
人
に
就
任
す
る
ま
で
の
植
林
本
数
は
、

毎
年
平
均
六
万
本
ほ
ど
で
し
た
が
、
そ
れ
以
後

別子山内の全景  (現在）  
右ページの写真と同じ場所。懸命の植林の結果、山には豊かな緑が戻り、そ
の中に明治時代の遺産が埋もれている。 

別子植林本数   
貞剛が別子支配人に就任して以後、急激に植林本数が
増えていることががかる。（背景の写真は、明治後期の
七番山の植林  
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は
毎
年
一
〇
〇
万
本
を
越
え
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
明
治
三
八
年
一
一
月
に
は
、
稲
を
枯
ら

す
鉱
毒
水
を
国
領
川
水
系
に
流
さ
な
い
よ
う
、

第
三
通
洞
と
い
う
海
抜
七
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
ト

ン
ネ
ル
出
口
か
ら
、
新
居
浜
の
惣
開
と
い
う
海

岸
ま
で
、
山
道
ぞ
い
に
長
さ
一
六
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
余
り
に
お
よ
ぶ
レ
ン
ガ
製
の
坑
水
路
を
築
造

し
ま
し
た
。
途
中
の
山
根
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、

鉱
毒
水
を
中
和
処
理
す
る
収
銅
所
を
設
け
て
、

安
全
な
水
に
し
て
海
へ
流
し
ま
し
た
。 

 

明
治
三
〇
年
二
月
八
日
、
建
設
工
事
を
始
め

た
四
阪
島
製
錬
所
は
、
よ
う
や
く
三
八
年
一
月

か
ら
操
業
を
開
始
し
ま
し
た
。
最
初
の
工
事
代

金
は
五
〇
万
円
余
り
で
し
た
が
、
工
事
開
始
の

と
き
に
九
一
万
円
余
り
に
、
完
成
の
と
き
に
は

一
七
三
万
円
余
に
ふ
く
ら
ん
で
い
ま
し
た
。
こ

れ
は
別
子
銅
山
の
二
年
分
の
純
利
益
に
相
当
し

ま
す
。
伊
庭
が
別
子
銅
山
に
赴
任
す
る
前
後
か

ら
、
明
治
三
八
年
ま
で
に
投
資
さ
れ
た
工
事
代

金
は
じ
つ
に
四
六
二
万
円
余
り
に
達
し
て
い
ま

し
た
が
、
四
阪
島
へ
の
移
転
や
植
林
、
お
よ
び

坑
水
路
な
ど
の
環
境
対
策
に
そ
の
約
半
分
を
使

い
切
っ
た
の
で
し
た
。 

   

大
阪
本
店
へ
の
帰
任 

 
 

 

明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
）
一
月
、
伊
庭
は

別
子
銅
山
の
後
の
こ
と
を
す
べ
て
鈴
木
馬
左
也

に
託
し
て
大
阪
本
店
に
帰
り
ま
し
た
。
前
年
一

二
月
一
七
日
、
近
江
八
幡
の
長
男
貞
吉
に
「
自

分
が
別
子
山
へ
来
て
か
ら
五
年
の
歳
月
が
流
れ

ま
し
た
が
、
別
子
の
銅
も
た
く
さ
ん
出
て
、
今

は
何
の
故
障
も
な
く
め
で
た
く
帰
れ
る
で
し
ょ

う
」
と
い
う
手
紙
を
出
し
て
い
ま
す
。
明
治
二

七
年
の
悲
壮
な
覚
悟
か
ら
五
年
の
歳
月
が
た
ち
、

別
子
の
騒
動
を
収
め
、
新
居
浜
の
煙
害
問
題
に

も
一
区
切
り
を
付
け
た
喜
び
が
ひ
し
ひ
し
と
伝

わ
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
喜
び
は
、
か
つ
て
苦
難

を
そ
っ
と
打
ち
明
け
た
品
川
弥
二
郎
に
も
伝
え

た
の
で
す
が
、
そ
の
書
状
に
は
「
五
ヶ
年
の
跡

見
返
れ
ば
雪
の
山
」
と
の
思
い
を
書
き
添
え
て

い
ま
し
た
。
こ
れ
を
読
ん
だ
品
川
は
「
月
と
花

と
は
人
に
譲
り
て
」
と
付
け
句
し
て
、
伊
庭
の

無
欲
な
、
い
さ
ぎ
よ
い
転
勤
を
ほ
め
た
た
え
て

い
ま
す
。「
む
ず
か
し
い
こ
と
に
は
、
自
ら
進
ん

で
こ
れ
に
当
り
、
む
ず
か
し
い
こ
と
が
解
決
す

れ
ば
、
自
ら
ま
ず
退
い
て
後
輩
に
道
を
譲
る
」
、

こ
れ
が
伊
庭
流
の
仕
事
の
や
り
方
で
し
た
。 

 

山根収銅所   
明治 30 年に完成した。鉱毒水を川に流さないため
の中和処理施設。100 年後の現在でも坑内から出る
抗水を処理している 

品川  弥二郎  （『品川子爵
伝』より）  
天保 14 年～明治 33 年 (1843
～1900) 
政治家。松下村塾に学び、明
治新政府樹立に活躍。ヨーロ
ッパに留学し、帰国後は農林
行政、殖産興業の振興に力を
尽くした。  
 

伊庭貞剛句碑   
別子山村、住友林業フォレスターハウス
内に建つ「五カ年･･･」の句碑。貞剛没後
75 年を記念して建てられた。  
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将
来
を
見
通
し
た
事
業 

 
明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
一
月
、
伊
庭
は

住
友
家
の
総
理
事
と
な
り
ま
し
た
が
、「
最
高
の

地
位
、
最
高
の
給
料
を
受
け
れ
ば
、
久
し
く
止

ま
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
の
が
、
そ
の
信

念
で
し
た
。
就
任
か
ら
四
年
後
の
三
七
年
七
月

伊
庭
は
「
事
業
の
進
歩
発
達
に
最
も
害
を
す
る

も
の
は
、
青
年
の
あ
や
ま
ち
で
は
な
く
て
、
老

人
が
は
び
こ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
の
信
念
か
ら
、

五
八
歳
の
若
さ
で
滋
賀
県
大
津
の
石
山
に
「
活

機
園
」
を
建
て
て
引
退
し
ま
し
た
。 

と
こ
ろ
が
翌
年
一
月
、
四
阪
島
製
錬
所
が
操

業
を
開
始
す
る
と
、
煙
害
は
予
想
に
反
し
て
そ

の
周
辺
部
に
拡
大
し
て
、
大
き
な
社
会
問
題
と

な
り
ま
し
た
。
広
瀬
の
不
安
は
、
思
わ
ぬ
形
で

的
中
し
た
の
で
し
た
。
田
中
正
造
も
い
っ
て
い

ま
し
た
が
、
予
期
で
き
な
い
被
害
と
い
う
の
が

二
〇
世
紀
初
頭
の
公
害
問
題
で
し
た
。
伊
庭
は

製
錬
所
の
完
成
に
際
し
て
、「
こ
れ
こ
そ
私
が
精

神
を
集
中
し
て
、
勇
気
を
も
っ
て
決
断
し
た
最

後
の
事
業
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
二

〇
世
紀
の
課
題
に
勇
敢
に
も
挑
戦
し
た
の
で
し

た
。
し
か
し
、
四
阪
島
製
錬
所
の
煙
害
問
題
が

技
術
の
改
良
に
よ
っ
て
完
全
解
決
を
み
る
の
は
、

そ
れ
か
ら
三
四
年
後
の
昭
和
一
四
年
（
一
九
三

九
）
の
こ
と
で
し
た
。 

 

伊
庭
は
、
大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
）
一
〇

月
二
三
日
八
〇
歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
の
で
、

生
前
に
煙
害
解
決
の
快
挙
を
見
届
け
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
つ
ね
づ
ね
口
ぐ
せ
の
よ

う
に
、「
事
業
と
い
う
も
の
は
、
い
つ
も
現
実
問

題
が
つ
き
ま
と
う
が
、
理
想
と
い
う
大
き
な
ビ

ジ
ョ
ン
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」
。
ま
た
、
「
一

代
で
で
き
な
け
れ
ば
、
二
代
で
も
三
代
で
も
か

け
て
や
る
く
ら
い
の
決
心
が
必
要
だ
」
と
も
語

っ
て
い
ま
し
た
。
現
在
、
別
子
の
山
々
は
緑
に

お
お
わ
れ
、
銅
山
遺
跡
は
自
然
に
帰
ろ
う
と
し

て
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
一
〇
〇
年
前
、
田
中
正

造
は
「
住
友
は
、
山
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
子
々

孫
々
に
伝
え
て
、
こ
れ
を
宝
に
し
て
置
く
と
い

う
の
で
あ
る
」
と
演
説
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ

は
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
す
。 

 

晩
年
の
伊
庭
は
、
よ
み
が
え
っ
た
緑
を
見
て

別
子
の
植
林
こ
そ
が
「
わ
し
の
、
ほ
ん
と
う
の

事
業
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
今
世
紀
の
環
境
問

題
を
先
取
り
し
た
重
い
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。 

（
す
え
お
か 

て
る
あ
き 

新
居
浜
市
広
瀬
歴

史
記
念
館
歴
史
記
念
館
名
誉
館
長
・
住
友
史
料

館
主
席
研
究
員
） 

  

こ
の
文
章
は
、
季
刊
誌
『
す
み
と
も
』12

号

～17

号
に
、
「
住
友
人
物
列
伝
‐
総
理
事
と
呼

ば
れ
た
人
た
ち
‐
」
と
し
て
連
載
し
た
う
ち
、

伊
庭
貞
剛
の
部
分
を
読
み
や
す
く
書
き
直
し
た

も
の
で
す
。「
住
友
人
物
列
伝
」
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
広
瀬
宰

平
の
こ
と
も
併
せ
て
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
）
。 

http://w
w

w
.sum

itom
o.gr.jp/com

m
ittee/

act/person

貞剛と妻梅子 (明治 40 年 )(住友資料館所蔵 ) 

新幹線から見た伊庭貞剛の墓所  
近江八幡市西宿の生家跡 (左手の森 )近
くに眠っている。  
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