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甲賀町郭門（大手門）跡 

甲賀口郭門に入る参勤交代の列 

前
回
ま
で
の
あ
ら
す
じ

　
二
〇
一
五
年
五
月
、
ま
ほ
ろ
ば
の
宮

下
社
長
と
母
方
の
先
祖
が
同
じ
福
島

県
・
会
津
若
松
で
あ
る
事
が
分
か
り

ル
ー
ツ
探
し
の
お
手
伝
い
を
す
る
事
に

な
り
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　 

　
七
月
、
福
島
県
二
本
松
市
で
講
演
会

を
す
る
と
い
う
奥
様
の
日
程
に
合
わ
せ

て
会
津
を
ご
案
内
す
る
事
に
な
り
、
ま

ず
初
日
は
倉
田
本
家
の
跡
地
に
あ
る
イ

タ
リ
ア
ン
レ
ス
ト
ラ
ン
・
ル
ー
チ
ェ
、

二
日
目
は
田
中
稲
荷
・
鈴
木
屋
利
兵
衛
・

興
善
寺
・
甲
賀
町
口
城
門
跡
な
ど
を
ご

案
内
し
ま
し
た
☆
☆
☆

甲
賀
町
通
り
の
悲
喜
こ
も
ご
も

　

甲
賀
町
口
門
跡
を
後
に
し
て
、
そ
の

ま
ま
ま
っ
す
ぐ
甲
賀
町
通
り
を
北
上
す

る
こ
と
数
分
、「
甲
賀
町
五
番
地
」
が

宮
下
社
長
の
御
祖
母
様
で
あ
る
秀
子
さ

ん
の
出
生
地
で
す
。
そ
こ
は
現
在
、「
星

白
清
堂
」
と
い
う
化
粧
品
や
ジ
ュ
エ
リ

ー
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
小
物
を
扱
う
素
敵

な
お
店
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
ち
な
み

に
宮
下
社
長
と
宮
下
社
長
の
お
父
様

は
、
こ
の
御
祖
母
様
と
同
じ
名
前
で
あ

る
往
年
の
大
女
優
・
高
峰
秀
子
さ
ん
の

大
フ
ァ
ン
だ
そ
う
で
す
！
（
倭
詩
七
六

頁
）。
名
前
が
き
っ
か
け
の
ご
贔
屓
の

よ
う
で
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
っ
て
結

構
あ
り
ま
す
よ
ね
（
笑
）

　

や
が
て
曽
祖
父
の
蔵
田
（
倉
田
）
喜

一
郎
さ
ん
が
、
愛
娘
の
秀
子
さ
ん
を
そ

の
腕
に
抱
い
て
北
海
道
へ
飛
び
立
つ
こ

と
に
な
り
ま
す
。
ま
だ
秀
子
さ
ん
が
一

歳
半
の
時
の
こ
と
で
し
た
。

　

こ
の
甲
賀
町
通

り
は
鶴
ヶ
城
の
大

手
門
か
ら
北
に
ま

っ
す
ぐ
伸
び
、
甲

賀
町
口
郭
門
（
大

手
門
口
）
を
出
る

と
町
方
の
通
り
と

な
り
ま
す
。
町
か

ら
郊
外
に
出
る
と

白
虎
隊
自
刃
の
地

で
あ
る
飯
盛
山
の

脇
を
通
り
滝
沢
峠

を
越
え
、
や
が
て

二
本
松
街
道
や
白

川
街
道
に
繋
が

り
、
つ
い
に
は
江
戸
に
ま
で
至
る
大
手

通
り
で
す
。
そ
の
為
、
こ
の
甲
賀
町
通

り
は
江
戸
時
代
に
は
参
勤
交
代
の
通
り

道
と
し
て
使
わ
れ
大
い
に
賑
わ
い
ま
し

た
。

　

戊
辰
戦
争
時
に
は
会
津
藩
主
・
松
平

容か
た
も
り保
公
と
白
虎
隊
士
も
こ
の
道
を
通
り

出
陣
し
ま
し
た
。
会
津
藩
士
や
白
虎
隊

士
の
奮
戦
も
む
な
し
く
や
が
て
西
軍
は

母
成
峠
・
戸
ノ
口
原
を
突
破
し
滝
沢
峠

を
越
え
、
こ
の
道
を
通
り
、
甲
賀
町
口

郭
門
を
は
じ
め
と
す
る
北
口
郭
門
か
ら

郭
内
に
な
だ
れ
込
み
鶴
ヶ
城
に
迫
り
ま

し
た
。

　

敵
の
侵
入
を
告
げ
る
半
鐘
が
鳴
り
響

く
と
、
藩
士
や
そ
の
家
族
の
多
く
は
、

あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
て
い
た
指
示
通

り
に
鶴
ヶ
城
に
駆
け
込
み
ま
し
た
。
こ

の
時
の
混
乱
で
、
お
城
に
入
れ
な
か
っ

た
娘
子
隊
（
じ
ょ
う
し
た
い
）
の
戦
死

や
白
虎
隊
士
自
刃
、
城
下
町
で
は
籠
城

し
て
迷
惑
か
か
る
事
を
厭
う
病
人
や
老

人
、
そ
し
て
家
老
の
西
郷
頼た

の

も母
一
族

二
十
一
名
の
壮
絶
な
集
団
自
刃
な
ど
の

悲
劇
が
起
こ
り
ま
し
た
。

　

西
郷
頼
母
は
会
津
藩
の
筆
頭
家
老

で
、
そ
の
屋
敷
は
鶴
ヶ
城
の
大
手
門
の
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旧・倉田喜一郎さん宅付近で見つけた看板です 

前
、
甲
賀
町
通
り
と
本
一
之
丁
が
交
差

す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た
。こ
の
時
、

西
郷
頼
母
の
妻
、
千ち

え

こ
重
子
は
三
四
歳
。

会
津
婦
道
の
精
神
を
伝
え
る
、
下
記
の

有
名
な
辞
世
の
歌
を
残
し
て
い
ま
す
。

～
な
よ
竹
の  

風
に
ま
か
す
る

　

身
な
が
ら
も  

た
わ
ま
ぬ
節
は

　
　
　
　
　
　
　

あ
り
と
こ
そ
き
け
～

　

意
味
「
な
よ
竹
と
同
じ
よ
う
な
弱
い
女

で
あ
る
我
が
身
だ
け
れ
ど
、
強
風
に
も
曲

げ
ら
れ
な
い
竹
の
節
の

よ
う
に
節
義
に
殉
じ
て

み
せ
る
」

　

藩
祖
・
保
科
正
之

以
来
、
勤
皇
の
精
神

を
高
く
持
ち
、
現
藩

主
の
松
平
容
保
は
孝

明
天
皇
の
信
任
厚
く
、

困
難
で
あ
っ
た
京
都

守
護
職
を
引
き
受
け
、

全
藩
を
あ
げ
て
皇
室

に
忠
節
を
尽
く
し
た

会
津
藩
が
、
逆
賊
の
汚
名
を
着
せ
ら
れ

た
無
念
の
思
い
、
し
か
し
天
地
神
明
に

か
け
て
仁
義
を
つ
ら
ぬ
く
の
だ
、
と
い

う
誇
り
高
い
精
神
が
、
こ
の
「
な
よ
竹

の
歌
」
を
始
め
と
す
る
多
く
の
会
津
人

の
辞
世
の
歌
に
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

西
軍
は
お
城
の
東
南
約
一
・
五
キ
ロ

に
あ
る
小
田
山
に
当
時
最
新
と
言
わ
れ
た

ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
砲
を
据
え
、最
高
で

一
日
に
二
千
発
以
上
も
の
砲
弾
を
鶴
ヶ
城

に
撃
ち
込
み
ま
し
た
。城
内
は
死
傷
者
で

溢
れ
埋
葬
し
き
れ
な
く
な
っ
た
死
体
は
井

戸
へ
と
投
げ
込
ま
れ
ま
し
た
。

　

大
河
ド
ラ
マ
「
八
重
の
桜
」
の
主
人

公
で
あ
り
、
幕
末
の
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル

ク
と
言
わ
れ
た
山
本
八
重
さ
ん
も
、
女

の
身
で
あ
り
な
が

ら
男
装
し
、
最
新

式
の
銃
を
使
い
こ

な
し
、
お
城
に
迫

る
西
軍
に
果
敢
に

応
戦
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
約
一

か
月
の
籠
城
戦

の
末
、
会
津
藩
は

つ
い
に
降
伏
し
ま

す
。

　

も
は
や
降
伏
の

白
旗
に
す
る
分
量

の
布
地
さ
え
包
帯
に
使
い
果
た
し
無
く

な
っ
て
い
ま
し
た
。
女
達
は
包
帯
の
血

に
染
ま
っ
て
い
な
い
白
い
部
分
を
か
き

集
め
、
無
念
の
涙
を
流
し
な
が
ら
小
さ

い
端
切
れ
を
縫
い
合
わ
せ
、
何
と
か
一

枚
の
白
旗
を
こ
し
ら
え
た
そ
う
で
す
。

　

降
伏
の
調
印
式
は
、
鶴
ヶ
城
大
手
門

前
の
甲
賀
町
通
り
の
路
上
で
執
り
行
わ

れ
ま
し
た
。
式
場
に
は
十
五
尺
（
四
・

五
メ
ー
ト
ル
）
四
方
の
緋
毛
氈
（
赤
じ

ゅ
う
た
ん
・
今
で
い
う
フ
ェ
ル
ト
）
が

敷
か
れ
、
最
後
の
会
津
藩
主
と
な
っ
た

松
平
容
保
は
降
伏
文
書
に
調
印
し
ま
し

た
。

　

会
津
藩
士
た
ち
は
、
逆
賊
の
汚
名
を

着
せ
ら
れ
た
こ
の
日
の
無
念
と
屈
辱
を

忘
れ
ぬ
よ
う
、
緋
毛
氈
を
小
さ
く
切
り

刻
ん
で
懐
中
深
く
持
ち
帰
り
、
そ
れ
は

後
に
泣
血
氈(

き
ゅ
う
け
つ
せ
ん)

と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
場
所
は
現
在
「
会
津
酒
造
歴

史
館
」
に
な
っ
て
お

り
、館
内
に
あ
る「
会

津
名
宝
館
」
に
は
泣

血
氈
の
実
物
が
展
示

さ
れ
て
い
る
そ
う
で

す
。

　

錦
絵
で
は
お
城
は

綺
麗
に
描
か
れ
て
い

ま
す
が
、
一
か
月
に

渡
る
籠
城
戦
で
大
量

の
砲
弾
を
浴
び
た
お

城
は
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
会
津
藩
士
や
そ
の
子
女
達
は
そ
れ

に
耐
え
、
降
伏
す
る
ま
で
、
つ
い
に
一

歩
も
西
軍
を
お
城
に
踏
み
込
ま
せ
る
事

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

山
本
八
重
さ
ん
は
開
城
の
前
夜
、
三

の
丸
雑
物
庫
の
壁
に
月
明
か
り
を

頼
り
に
か
ん
ざ
し
で
下
記
の
和
歌

を
刻
み
ま
し
た
。

～
明
日
の
夜
は
何

い
づ

国く

の
誰
か

　
　

な
が
む
ら
む
慣
れ
し

　
　
　
　
　

お
城
に
残
す
月
影
～

　

慣
れ
親
し
ん
だ
鶴
ヶ
城
を
、
命

を
か
け
て
守
っ
た
こ
の
お
城
を
、

逆
賊
の
汚
名
の
下
に
明
日
は
明
け

渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
無
念

の
開
城
前
夜
の
、
そ
れ
で
も
天
空
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の
月
を
仰
ぎ
見
る
、
悲
し
く
も
美
し
い

響
き
の
歌
で
す
。

　

現
在
の
甲
賀
町
通
り
（
町
方
）
は
閑

散
と
し
て
い
て
、
車
も
一
方
通
行
の
た

だ
の
狭
い
通
り
し
か
見
え
ま
せ
ん
が
、

か
つ
て
は
参
勤
交
代
の
お
殿
様
や
白
虎

隊
士
達
、
そ
し
て
宮
下
社
長
の
ご
先
祖

様
が
行
き
来
し
た
の
で
す
。
ま
さ
に
道

に
歴
史
あ
り
で
す
ね
。

斗と

南な
み

へ
の
道

　

落
城
後
、
約
一
七
〇
〇
人
の
会
津
藩

士
達
は
猪
苗
代
や
塩
川
村
、
東
京
な
ど

に
分
散
さ
れ
謹
慎
処
分
と
な
り
ま
す
。

翌
・
明
治
二
年
、
旧
家
老
の
萱
野
権
兵

衛
が
戦
争
責
任
を
一
身
に
か
ぶ
り
切
腹

処
分
と
な
り
、
そ
れ
で
面
目
を
保
て
た

明
治
政
府
は
次
第
に
態
度
を
軟
化
さ

せ
、
会
津
藩
は
再
興
を
許
さ
れ

る
事
に
な
り
ま
し
た
。

　

新
た
な
る
藩
の
名
前
は
「
斗と

南な
み

藩
」
場
所
は
陸
奥
国
の
北

（
現
・
青
森
県
下
北
半
島
・
十

和
田
湖
近
辺
）
と
、
蝦
夷
地
の

西
南
（
現
・
北
海
道
の
瀬
棚
近

辺
）
に
分
散
し
て
三
万
石
と
決

ま
り
ま
し
た
。

　

三
万
石
と
言
っ
て
も
実
際
は

七
千
石
と
言
わ
れ
る
不
毛
の
地
で
あ

り
、
会
津
藩
の
表
高
二
十
三
万
石
（
実

質
は
三
〇
万
石
と
言
わ
れ
る
）
に
比
べ

る
と
か
な
り
極
端
な
減
俸
で
あ
る
事
が

分
か
り
ま
す
。

　

斗
南
藩
が
、
青
森
・
北
海
道
と
津
軽

海
峡
を
隔
て
て
か
な
り
距
離
の
あ
る
土

地
に
分
散
さ
れ
て
の
立
藩
と
な
っ
た
の

は
明
治
政
府
の
都
合
で
も
あ
り
ま
し

た
。
新
政
府
は
蝦
夷
地
の
開
拓
を
推
し

進
め
る
為
に
、
謹
慎
中
の
会
津
人
に
目

を
つ
け
た
の
で
す
。
会
津
人
は
優
秀
で

勤
勉
な
人
材
で
あ
り
、
ま
た
蝦
夷
地
の

開
発
は
敗
者
を
体て
い

よ
く
処
分
で
き
る
恰

好
の
方
法
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

明
治
二
年
、
斗
南
藩
の
再
興
が
許
さ

れ
る
と
新
政
府
の
兵

ひ
ょ
う
ぶ
し
ょ
う

部
省
は
、
さ
っ
そ

く
東
京
に
謹
慎
し
て
い
た
会
津
人
か
ら

四
四
四
人
を
選
び
、
第
一
陣
と
し
て
品

川
港
か
ら
ア
メ
リ
カ
船
ヤ
ン
シ
ー
号
に

乗
せ
小
樽
港
へ
と
運
び
ま
し
た
。
や
が

て
第
二
陣
の
九
〇
数
世
帯
が
追
加
さ

れ
、
小
樽
の
会
津
人
は
倍
に
増
え
ま
し

た
。
彼
ら
は
そ
の
後
し
ば
ら
く
小
樽
に

据
え
置
か
れ
、
紆
余
曲
折
の
末
、
余
市

へ
入
植
す
る
事
が
決
ま
り
ま
す
。
余
市

は
小
樽
か
ら
約
二
四
キ
ロ
西
に
あ
る
寒

村
で
、
彼
ら
は
小
樽
か
ら
新
天
地
で
あ

る
余
市
ま
で
徒
歩
で
出

し
ゅ
っ
た
つ立
し
た
の
で
し

た
。

　

最
終
的
に
北

海
道
に
渡
っ
た

会
津
人
の
戸
口

は
二
二
〇
戸
、

七
百
余
人
で
あ

っ
た
ら
し
い
で

す
が
、
明
治
四

年
の
廃
藩
置
県

以
降
、
青
森
県

に
開
拓
団
の
募

集
が
何
度
か
あ

り
、
そ
の
募
集
で
札
幌
の
琴
似
や
函
館

へ
も
入
植
し
て
い
る
会
津
人
も
い
る
の

で
、
そ
の
人
数
も
加
え
る
と
も
っ
と
多

く
の
会
津
人
が
北
海
道
に
渡
っ
て
い
る

事
に
な
り
ま
す
。
ち
な
み
に
私
の
親
族

の
山
田
道
守
も
明
治
九
年
開
拓
団
の
一

員
と
し
て
下
北
半
島
か
ら
函
館
に
渡

り
、
そ
の
地
で
若
く
し
て
死
亡
し
て
い

ま
す
。

　

斗
南
藩
の
本
拠
地
で
あ
る
下
北
半
島

へ
の
移
住
は
明
治
三
年
の
春
か
ら
始
ま

り
ま
し
た
。
旧
・
会
津
藩
士
と
そ
の
家

族
達
は
東
京
・
猪
苗
代
・
高
田
の
各
謹

慎
所
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
陸
路
・
海
路
を
辿

っ
て
新
領
地
を
目
指
し
ま
し
た
。
海
道

を
辿
っ
た
者
は
船
酔
い
に
苦
し
み
な
が

ら
も
短
期
間
の
旅

だ
っ
た
の
で
す

が
、
陸
路
を
た
ど

っ
た
者
達
は
か
な

り
悲
惨
な
旅
路
だ

っ
た
そ
う
で
す
。

　

宿
泊
に
難
色
を

示
す
宿
も
多
く
、

折お

り
悪
く
前
年
・

明
治
二
年
が
凶
作

だ
っ
た
為
、
よ
う

や
く
泊
ま
れ
た
宿

で
も
粥
を
す
す
る
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の
が
手
一
杯
で
し
た
。
み
ぞ
れ
ま
じ
り

の
寒
さ
の
中
、
こ
の
過
酷
な
旅
で
斗
南

藩
ま
で
辿
り
着
け
ず
亡
く
な
っ
た
者
も

多
人
数
に
の
ぼ
り
ま
し
た
。

　

私
の
四
代
前
の
ご
先
祖
様
も
当
時
ま

だ
一
〇
歳
で
し
た
が
、
腰
に
刀
を
差
し

て
下
北
半
島
ま
で
歩
い
て
落
ち
延
び
て

行
っ
た
と
言
い
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
た

だ
私
は
、
ず
っ
と
長
い
間
、
そ
れ
は
先

祖
の
一
家
族
だ
け
が
、
た
ま
た
ま
青
森

ま
で
落
ち
延
び
た
の
だ
と
思
っ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
十
一
年
前
に
初
め
て
会

津
若
松
に
行
き
、
会
津
武
家
屋
敷
で
、

「
北
辺
に
生
き
る
会
津
藩
（
斗
南
に
移

さ
れ
た
人
た
ち
）」
と
い
う
本
を
手
に

し
て
、
こ
れ
が
挙
藩
流
罪
と
も
い
う
べ

き
藩
を
挙
げ
て
の
大
移
住
だ
っ
た
と
知

っ
て
か
な
り
の
衝
撃
を
受
け
た
の
で
し

た
。

厳
寒
の
下
北
を
、
一
度
は
訪
ね
て

み
る
と
い
い
。

雪
は
足
も
と
か
ら
吹
き
上
げ
て
く

る
の
だ
。

海
は
荒
れ
、
一
寸
先
の
風
景
は
白

く
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
る
。

人
々
は
声
を
ひ
そ
め
、
身
を
屈
め

て
、
不
遇
の
時
を
耐
え
る
。

百
十
余
年
前
、
会
津
は
〝
厳
寒
〟
の

な
か
に
あ
っ
た
。

（『
北
辺
に
生
き
る
会
津
藩
』
よ
り
）

　

人
生
を
変
え
た
一
冊
と
言
え
ま
す
。

会
津
藩
と
天
文
学

　

と
こ
ろ
で
斗と

南な
み

と
は
ち
ょ
っ
と
聞
き

な
れ
な
い
単
語
で
、
藩
の
名
前
と
し
て

も
異
色
の
響
き
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

一
番
有
力
の
説
と
し
て
は
中
国
詩
文
の

中
に
あ
る
「
北
斗
以
南
皆
帝
州
」
か
ら

取
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。「
北
の

辺
境
に
流
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
も
天

皇
の
国
で
あ
る
。
我
々
は
朝
敵
で
も
な

け
れ
ば
賊
軍
で
も
な
い
、
共
に
北
斗
七

星
を
仰
ぐ
帝
州
の
民
で
あ
る
で
あ
る
。」

と
い
う
思
い
を
込
め
て
付
け
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

今
一
つ
の
説
は
、「
南
斗
六
星
」
を

語
源
と
す
る
も
の
で
す
。
南
斗
六
星
と

は
北
斗
七
星
に
対
し
て
つ
け
ら
れ
た
星

座
の
呼
称
で
あ
り
、
中
国
古
代
の
星
座

名
を
「
斗
宿
」、和
名
を
「
ひ
つ
き
ぼ
し
」

と
言
い
、
射
手
座
の
中
央
部
を
指
し
ま

す
。
こ
の
星
座
を
よ
く
見
る
と
、
射
手

座
が
矢
を
隣
の
さ
そ
り
座
に
向
け
て
い

る
よ
う
な
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
さ
そ
り

座
は
薩
長
藩
閥
政
府
を
、
射
手
は
会
津

を
象
徴
し
て
お
り
、
当
時
の
会
津
人
の

心
境
に
ぴ
っ
た
り
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

き
っ
と
ど
ち
ら
の
説
も
当
た
っ
て
い

る
と
思
い
ま
す
し
、
更
に
「
い
つ
か
南

に
あ
る
墳
墓
の
地
・
会
津
へ
と
帰
る
の

だ
」
と
い
う
願
い
も
込
め
ら
れ
て
い
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

会
津
藩
は
藩
祖
・
保
科
正

之
の
時
代
か
ら
天
文
学
が
盛

ん
で
し
た
。
そ
し
て
天
文
学

と
「
暦
（
カ
レ
ン
ダ
ー
）」

の
作
成
は
切
っ
て
も
切
れ
な

い
関
係
に
あ
り
ま
す
。
保
科

正
之
は
、
碁
石
方
で
あ
り
数

学
者
で
も
あ
っ
た
渋
川
春
海

に
新
た
な
暦
作
り
を
命
じ
ま

す
。
当
時
、
朝
廷
が
発
行
し

て
い
た
宣
明
歴
は
八
百
年
以

上
使
う
内
に
少
し
づ
つ
誤
差

が
蓄
積
し
て
二
日
分
も
ず
れ
が
生
じ
て

し
ま
っ
て
い
た
の
で
す
。渋
川
春
美
は
様

々
な
困
難
の
末
、新
た
な
る
暦
を
完
成
さ

せ
ま
し
た
。

　

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
二
〇
〇
九
年
、

冲
方
丁
に
よ
り
「
天
地
明
察
」
と
い
う

小
説
に
な
り
、
二
〇
一
二
年
に
は
映
画

化
も
さ
れ
て
い
ま
す
。
人
生
を
か
け
、

ひ
た
む
き
に
数
学
や
星
空
に
向
き
合
う

人
々
が
多
数
登
場
し
て
読
み
応
え
の
あ

る
物
語
で
す
。

　

会
津
藩
で
は
、
お
城
の
側
に
あ
っ
た

藩
校
・
日
新
館
で
生
徒
に
天
文
学
を
教

え
、
天
文
台
が
あ
り
ま
し
た
。
天
文
台

ま
で
備
わ
っ
て
い
る
藩
校
と
い
う
の
は

全
国
で
も
か
な
り
珍
し
か
っ
た
そ
う
で

す
。

　

こ
れ
ほ
ど
天
文
学
に
通

じ
て
い
た
会
津
藩
士
達
で

す
、
新
た
な
藩
の
名
前
と

し
て
北
斗
七
星
や
南
斗
六

星
に
ち
な
ん
だ
も
の
を
採

用
し
た
と
い
う
の
は
と
て

も
納
得
で
き
る
事
な
の
で

す
。
そ
ん
な
ご
先
祖
様
達

の
影
響
が
あ
る
の
か
分
か

り
ま
せ
ん
が
、
私
も
小
さ

い
時
か
ら
星
空
を
眺
め
た

り
宇
宙
の
事
を
考
え
る
の
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が
大
好
き
で
す
。
ち
な
み
に
現
・
国
立

天
文
台
の
副
台
長
で
あ
る
天
文
学
者
・

渡
部
潤
一
氏
も
会
津
人
で
、
最
近
は
テ

レ
ビ
で
も
宇
宙
番
組
の
コ
メ
ン
テ
イ
タ

―
と
し
て
大
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。

斗と

南な
み

に
残
っ
た
人
々

　

そ
ん
な
志
の
も
と
に
再
興
さ
れ
た
斗

南
藩
で
し
た
が
、
下
北
半
島
は
作
物
が

育
ち
に
く
い
極
寒
の
地
で
、
最
初
の
冬

か
ら
多
く
の
藩
士
と
そ
の
家
族
達
が
飢

え
と
寒
さ
で
次
々
と
亡
く
な
っ
て
い
き

ま
し
た
。
そ
し
て
二
年
後
の
廃
藩
置
県

の
後
は
、
多
く
の
藩
士
達
が
会
津
や
東

京
、
北
海
道
な
ど
全
国
各
地
に
散
っ
て

い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

私
の
ご
先
祖
の
石
井
家
・
樋

口
家
は
青
森
に
残
留
し
た
少
数

グ
ル
ー
プ
の
一
員
で
し
た
。
四

代
前
の
先
祖
、
石
井
勝
吉
は
実

母
の
石
井
つ
る
（
旧
姓
・
樋
口
）

と
共
に
斗
南
藩
に
行
き
、
一
〇

歳
に
し
て
斗
南
藩
士
と
し
て
家

督
を
継
ぎ
ま
し
た
。

　

後
に
、
石
井
勝
吉
の
次
男
で

あ
る
勝
世
が
、
絶
家
し
た
祖
母

の
実
家
で
あ
る
樋
口
家
を
再
興

す
る
事
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
曽
祖
父
の
樋
口
勝
世
は
、
昭
和

初
期
に
木
曽
路
の
終
着
点
で
あ
る
岐
阜

県
中
津
川
市
に
移
住
し
、
九
十
八
歳
で

他
界
し
ま
し
た
が
、
私
が
小
学
生
の
時

ま
で
生
き
て
い
た
の
で
、
は
っ
き
り
と

覚
え
て
い
ま
す
。

　

樋
口
家
の
始
祖
は
木
曽
路
で
木
曽
義

仲
に
仕
え
、
木
曽
家
の
滅
亡
後
、
子
孫

は
信
濃
の
武
田
家
に
仕
え
、
ま
た
そ
の

武
田
家
滅
亡
後
は
高た

か
と
お縁
藩
で
保
科
正
之

公
に
仕
え
共
に
会
津
へ
、
そ
し
て
幕
末

の
会
津
藩
滅
亡
を
体
験
し
青
森
の
斗
南

藩
へ
流
さ
れ
ま
し
た
。
約
千
年
に
渡
り

様
々
な
栄
枯
盛
衰
を
体
験
し
、
樋
口
家

の
血
筋
は
再
び
故
郷
の
木
曽
路
へ
と
帰

っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
し
て
今
、
下

北
半
島
の
む
つ
市

で
は
、
石
井
家
の

子
孫
の
方
達
が
、

会
津
藩
士
上
陸
の

地
の
側
で
幸
せ
に

暮
ら
し
て
い
ま

す
。
斗
南
藩
士
達

の
苦
労
が
こ
の
地

で
実
っ
て
い
る
よ

う
で
と
て
も
嬉
し

く
思
い
ま
し
た
。

　

偶
然
に
も
今
月
七
月
七
日
に
放
映
さ

れ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
ヒ
ス
ト
リ

ー
で
は
青
森
県
出
身
の
歌
手
・
矢
野
顕

子
さ
ん
の
ル
ー
ツ
が
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
矢
野
さ
ん
の
母
方
の
先
祖

も
会
津
藩
士
で
あ
り
、
先
祖
の
丸
山
主

水
は
戊
辰
戦
争
後
、
殿
様
に
付
い
て
東

京
で
謹
慎
、
斗
南
藩
へ
と
移
住
し
ま
し

た
。
そ
し
て
矢
野
さ
ん
の
ご
先
祖
様
も

青
森
に
残
留
し
た
数
少
な
い
藩
士
の
一

人
だ
っ
た
の
で
す
。
丸
山
主
水
は
斗
南

藩
で
は
寺
子
屋
を
開
き
、
子
供
達
に
会

津
仕
込
み
の
学
問
を
教
え
ま
し
た
。
明

治
に
な
る
と
そ
の
博
識
を
見
込
ま
れ
地

元
小
学
校
の
校
長
に
迎
え
ら
れ
ま
し

た
。
そ
し
て
丸
山
家
は
代
々
そ
の
学
校

の
校
長
を
務
め
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

矢
野
顕
子
さ
ん
の
ご
生
母
で
あ
る
鈴

木
淳
さ
ん
は
、
ま
さ
に
侍
の
娘
と
言
う

に
ふ
さ
わ
し
い
し
っ
か
り
し
た
方
だ
っ

た
そ
う
で
す
。
自
分
の
寿
命
を
さ
と
り

な
が
ら
、
外
科
的
な
治
療
を
一
切
拒
否

し
て
、
葬
儀
の
会
葬
礼
状
を
自
分
で
用

意
し
た
そ
う
で
す
。
そ
の
内
容
を
以
下

に
ご
紹
介
さ
せ
て
下
さ
い
。

こ
の
度　

寿
命
に
よ
り

お
別
れ
す
る
事
と
な
り
ま
し
た

幸
い
家
族
・
友
人
・
趣
味
に
恵
ま
れ

楽
し
く
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
き

感
謝
申
し
上
げ
ま
す

こ
の
先
は
宇
宙
の
塵
と
な
り

自
然
の
大
循
環
の
中
に
組
み
込
ま
れ

や
が
て
他
の
生
命
誕
生
に

参
加
す
る
事
で
し
ょ
う

　
　

雪
ひ
と
ひ
ら

　
　
　
　

川
面
に
映
る　

　
　
　
　
　
　

灯
を
取
り
に

御
献
花
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

平
成
十
三
年
二
月
一
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木　

淳

斗南に残る石井家の方達と

斗南磐梯と呼ばれた釜臥山 



7 会津から近江そして倭へ 福島復興から日本の立て直し探訪 その4

　

素
晴
ら
し
い
心
境
で
す
ね
。
先
に
ご

紹
介
し
た
会
津
婦
道
精
神
を
伝
え
る

「
な
よ
竹
の
歌
」
も
そ
う
で
す
が
、

私
も
あ
の
世
に
逝
く
時
は
、
こ
の

よ
う
に
全
て
に
感
謝
し
て
、
潔
く

宇
宙
に
帰
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

～
白
き
虎
（
会
津
白
虎
隊
）

　

斗
南
の
白
狼
感
謝
し
て　
　
　

　

天
駆
け
帰
る 

天
の
川
面
に
～

北
の
大
地
・
北
海
道
へ

　

宮
下
社
長
の
ル
ー
ツ
案
内
に
戻
り
ま

す
。
会
津
若
松
で
の
最
後
の
居
住
地
は

「
中
六
日
町
九
十
九
番
地
」
で
す
。

　

今
か
ら
約
百
十
三
年
年
前
の
、
明
治

三
十
六
年
二
月
宮
下
社
長
の
曽
祖
父
・

蔵
田
喜
一
郎
さ
ん
は
こ
の
地
か
ら
新

天
地
の
北
海
道
に
飛
び
立
ち
ま
し
た
。 

　

前
述
し
た
と
お
り
、
そ
の
腕
に
は
、

ま
だ
一
歳
半
の
秀
子
さ
ん
が
い
ま
し

た
。
し
か
し
何
故
か
そ
の
母
親
で
あ
る

シ
ン
さ
ん
の
姿
は
北
海
道
に
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

　

戸
籍
や
会
津
藩
士
の
人
名
録
に
よ
る

と
、
シ
ン
さ
ん
は
お
そ
ら
く
旧
・
会
津

藩
士
の
大
塚
市
松
さ
ん
の
長
女
で
す
。

と
い
う
事
は
や
は
り
こ
こ
で
宮
下
社
長

に
も
会
津
藩
士
の
血
が
流
れ
て
い
た
の

で
す
ね
。
も
し
や
シ
ン
さ
ん
の
お
父
様

が
北
海
道
に
行
く

こ
と
を
反
対
し
た

の
で
し
ょ
う
か
、

そ
れ
か
シ
ン
さ
ん

自
身
が
会
津
か
ら

離
れ
た
く
な
か
っ

た
の
か
、
そ
れ
と

も
北
海
道
で
生
活

の
基
盤
が
で
き
た

ら
喜
一
朗
さ
ん
は

シ
ン
さ
ん
を
迎
え
に
来
る
つ
も
り
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

も
は
や
今
と
な
っ
て
は
推
測
す
る
し

か
術
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
喜
一
郎
さ
ん

の
秀
子
さ
ん
に
対
す
る
愛
情
だ
け
は
そ

の
戸
籍
か
ら
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
る
事
が

で
き
ま
し
た
。

　

喜
一
郎
さ
ん
は
、
ま
だ
オ
ム
ツ
も
取

れ
て
い
な
い
よ
う
な
娘
を
し
っ
か
り
と

そ
の
腕
に
抱
い
て
、
秀
子
さ
ん
が
寒
さ

に
凍
え
な
い
よ
う
に
暖
か
い
布
で
何
十

に
も
ぐ
る
ぐ
る
巻
き
に
し
て
、
真
冬
の

会
津
か
ら
さ
ら
に
寒
い
北
海
道
の
大
地

に
飛
び
立
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
子

だ
け
は
絶
対
に
守
る
、
必
ず
幸
せ
に
す

る
と
誓
っ
て
。

　

北
海
道
に
渡
っ
た
喜
一
郎
さ
ん
は
札

幌
に
移
住
。
郊
外
の
恵
庭
と
い
う
場
所

に
圃
場
を
構
え
、
北
海
道
で
初
め
て
の

造
園
業
「
蔵
田
喜
芳
園
」
を
札
幌
の
地

に
て
始
め
大
成
功
を
収
め
ま
す
。
時
代

は
下
り
、
や
が
て
子
孫
の
宮
下
社
長
が

平
成
三
（
一
九
九
一
）年
、そ
の
敷
地
内（
現
在

の
北
広
島
市
輪
厚
）に「
ま
ほ
ろ
ば
自
然
農
園
」

を
開
拓
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　

私
は
最
初
、宮
下
社
長
の
ご
著
書「
倭

詩
」
の
中
で
、
先
祖
が
会
津
若
松
か
ら

来
て
、
札
幌
で
造
園
業
を
始
め
た
、
と

書
か
れ
て
い
た
の
を
読
ん
だ
時
、「
こ

れ
は
き
っ
と
ご
先
祖
様
は
札
幌
の
琴
似

に
入
植
し
た
会
津
藩
士
に
違
い
な
い
」

と
思
い
ま
し
た
。
結
果
と
し
て
宮
下
社

長
は
検
断
と
い
う
会
津
藩
お
抱
え
の
大

商
人
の
家
系
で
、
曽
祖
父
様
が
北
海
道

に
来
た
の
も
、
会
津
藩
士
達
が
入
植
し

た
明
治
八
年
よ
り
も
二
八
年
も
後
の
、

明
治
三
六
年
だ
と
い
う
事
が
分
か
り
ま

し
た
。

　

し
か
し
現
在
「
ま
ほ
ろ
ば
」
の
あ
る

場
所
は
琴
似
の
す
ぐ
側
で
あ
り
、
ま
ほ

ろ
ば
に
は
、
会
津
藩
士
達
が
心
の
拠
り

所
と
し
た
琴
似
神
社
の
方
も
通
わ
れ
て

い
る
と
の
事
、
や
は
り
ご
先
祖
様
の
お

導
き
と
し
か
思
え
な
い
よ
う
な
ご
縁
を

感
じ
ま
す
。

　

現
在
の
琴
似
神
社
に
は
、
会
津
藩
祖

で
あ
る
保
科
正
之
（
土
津
霊
神
）
が
御

増
祀
さ
れ
、
境
内
に
は
当
時
の
屯
田
兵

屋
が
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
六
月
、
家
族
旅
行
で
一
年
ぶ
り

に
北
海
道
を
訪
れ
、ま
ほ
ろ
ば
さ
ん
に
も
寄

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。そ
し
て
宮
下
社

長
と
ご
一
緒
に
初
め
て
琴
似
神
社
を
訪
れ
、

郷
土
史
家
の
永
峰
貴
さ
ん
に
神
社
や
屯
田
兵

屋
を
案
内
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

永
峰
さ
ん
は
、
ま
る
で
ブ
ラ
タ
モ
リ

さ
な
が
ら
、
琴
似
町
を
事
細
か
く
説
明

し
て
下
さ
い
ま
し
た
が
、
そ
の
解
説
の

お
上
手
な
事
！　

元
教
師
で
あ
っ
た
と

聞
い
て
合
点
が
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て

途
中
で
分
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
永

峰
さ
ん
こ
そ
琴
似
に
入
植
し
た
会
津
藩

右から二人目が永峰貴さん
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士
の
末
裔
で
あ
り
ま
し
た
。
名
刺
を
拝

見
す
る
と
校
長
先
生
ま
で
勤
め
ら
れ
た

よ
う
で
、
ま
る
で
矢
野
顕
子
さ
ん
の
ご

先
祖
様
と
一
緒
で
す
。

　

会
津
藩
の
藩
校
・
日
新
館
は
当
時
全

国
の
藩
校
の
中
で
も
最
高
レ
ベ
ル
と
言

わ
れ
る
ほ
ど
師
弟
の
教
育
に
力
を
入
れ

て
お
り
、
食
う
や
食
わ
ず
の
斗
南
藩
時

代
に
も
真
っ
先
に
藩
校
を
再
興
し
た
ほ

ど
で
し
た
。
な
の
で
、
今
で
も
藩
士
子

孫
の
方
に
お
会
い
す
る
と
驚
く
ほ
ど
ご

先
祖
が
教
職
に
付
い
て
い
る
確
率
が
高

い
の
で
す
。

　

青
森
で
も
北
海
道
で
も
、
流
さ
れ
た

北
の
地
で
子
孫
が
続
き
、
繁
栄
し
て
い

る
姿
を
見
る
の
は
本
当
に
嬉
し
い
も
の

で
す
。
一
五
〇
年
前
は
ご
先
祖
様
が
会

津
藩
で
検
断
を
し
て
い
た
宮
下
さ
ん
、

藩
士
の
家
系
だ
っ
た
永
峰
さ
ん
と
私

が
、
平
成
の
今
、
会
津
を
接
点
と
し
て

遙
か
遠
く
札
幌
の
町
を
そ
ぞ
ろ
歩
い
て

い
る
。
こ
う
い
う
時
に
は
い
つ
も
、
数

百
年
の
時
が
一
陣
の
風
に
乗
り
、
夢
の

よ
う
に
吹
き
去
っ
て
い
く
よ
う
な
不
思

議
な
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

　

ち
ょ
っ
と
余
談
に
な
り
ま
す
が
、
実

は
会
津
藩
は
も
と
も
と
北
海
道
と
と
て

も
ご
縁
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
江
戸
時

代
に
ロ
シ
ア
帝
国
を
初
め
と
す
る
外
国

船
が
北
海
道
近
海
に
進
出
し
て
き
た
時

に
、
幕
府
の
命
に
よ
り
会
津
藩
が
北
海

道
の
海
岸
線
を
防
衛
す
る
任
務
に
就
い

た
か
ら
で
す
。

　

会
津
藩
と
縁(

ゆ
か
り)

の
地
は
北

海
道
全
域
に
渡
り
、
宗
谷
岬
に
は
そ
の

地
で
亡
く
な
っ
た
藩
士
の
墓
所
も
あ
り

ま
す
。
後
に
そ
こ
を
訪
れ
た
松
平
勇
雄

福
島
県
知
事
が
下
記
の
句
を
捧
げ
て
い

ま
す
。

　

～　

た
ん
ぽ
ぽ
や

　
　
　
　
　

会
津
藩
士
の

　
　
　
　
　
　
　
　

墓
は
こ
こ　

～

余
市
と
会
津
魂

　

余
市
は
北
海
道
の
南
西
、
積
丹
半
島

の
付
け
根
に
あ
る
人
口
二
万
人
程
の
町

で
す
。
宇
宙
飛
行
士
・
毛
利
衛
さ
ん
の

故
郷
で
あ
り
、
一
昨
年
の
朝
の
連
続
ド

ラ
マ
「
マ
ッ
サ
ン
」
で
は
、
ニ
ッ
カ
ウ

ヰ
ス
キ
ー
株
式
会
社
の
創
業
地
と
し
て

登
場
し
ま
し
た
。

　

明
治
四
年
六
月
こ
の
地
に
入
植
し

た
会
津
藩
士
達
は
ま
ず

余
市
川
の
北
側
を
黒

川
村
、
南
側
を
山
田
村

と
命
名
し
ま
す
。
黒
川

村
の
「
黒
」
と
山
田
村

の
「
田
」
の
字
は
当
時
、

開
拓
使
の
役
人
で
あ
っ
た「
黒
田
清
隆
」

か
ら
採
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

実
は
黒
田
清
隆
は
薩
摩
人
で
あ
っ
た

の
で
、
会
津
人
に
と
っ
て
は
憎
き
相
手

だ
っ
た
の
で
す
が
、
黒
田
清
隆
は
明
治

政
府
に
対
し
て
入
植
者
の
保
護
を
訴

え
、
小
樽
で
行
き
場
を
無
く
し
て
い
た

会
津
藩
士
に
力
を
尽
く
し
て
く
れ
た

為
、
感
謝
の
気
持
ち
の
表
れ
と
し
て
村

の
名
前
に
採
用
し
た
の
で
す
。

　

そ
ん
な
会
津
人
の
気
質
を
表
す
言
葉

と
し
て
よ
く
下
記
の「
会
津
の
三
泣
き
」

が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
ま
す
。

一
、
移
り
住
む
人
は
、
閉
鎖
的
で
頑
固

さ
か
ら
、
よ
そ
者
扱
い
さ
れ
て

泣
く
。

二
、
し
ば
ら
く
す
る
と
、
心
の
優
し
さ

と
、
底
知
れ
ぬ
人
情
に
触
れ
て

泣
く
。

三
、
最
後
に
、
会
津
を
去
る
時
に
は
、

別
れ
が
つ
ら
く
、
離
れ
が
た
く

て
泣
く
。

　

会
津
人
は
人
情
と
仁
義

に
篤
く
、
例
え
仇

き
ゅ
う
て
き敵
の
薩

摩
人
で
あ
っ
て
も
親
切
に

し
て
く
れ
れ
ば
恩
義
を
感

じ
、
村
の
名
前
に
ま
で
し

て
し
ま
う
、
そ
ん
な
純
朴
さ
を
持
っ
て

い
る
の
で
す
。

　

さ
て
明
治
八
年
、
そ
の
黒
田
清
隆
は

入
植
者
達
に
リ
ン
ゴ
や
梨
、
サ
ク
ラ
ン

ボ
な
ど
の
苗
木
を
配
布
し
ま
し
た
。
会

津
人
た
ち
は
苦
労
の
末
、
つ
い
に
四
年

後
、
山
田
村
に
て
日
本
で
初
め
て
の
リ

ン
ゴ
を
結
実
さ
せ
ま
し
た
（
青
森
が
一

番
で
余
市
は
二
番
目
と
い
う
説
も
あ

り
）。
そ
し
て
そ
の
リ
ン
ゴ
は
緋
衣（
ひ

の
こ
ろ
も
、
ひ
ご
ろ
も
）」
と
命
名
さ

れ
た
の
で
す
。

　

こ
の
名
前
は
、
会
津
藩
主
・
松
平
容

保
が
幕
末
時
に
京
都
守
護
職
を
務
め
た

折
、
孝
明
天
皇
か
ら
下
賜
さ
れ
た
「
緋

の
御
衣
」
の

赤
と
、
会
津

戦
争
の
降
伏

調
印
式
に
敷

か
れ
た
緋
の

毛
氈
の
赤

が
、
勤
皇
の

心
を
持
ち
な

黒田清隆
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が
ら
逆
賊
の
汚
名
を
着
せ
ら
れ
た
会
津

人
の
心
に
深
く
刻
ま
れ
て
い
た
か
ら
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
リ
ン
ゴ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
朝
ド

ラ
「
マ
ッ
サ
ン
（
九
四
話
）」
の
中
で

も
取
り
上
げ
ら
れ
て
、
放
映
を
見
た
時

に
は
驚
き
ま
し
た
。

　

主
人
公
の
マ
ッ
サ
ン
は
ウ
イ
ス
キ
ー

の
営
業
で
北
海
道
に
や
っ
て
き
ま
す
。

し
か
し
ウ
イ
ス
キ
ー
は
な
か
な
か
売
れ

ず
途
方
に
暮
れ
て
い
た
と
こ
ろ
小
樽
で

会
津
人
の
森
野
熊
虎
と
出
会
い
余
市
に

連
れ
て
い
か
れ
ま
す
。
マ
ッ
サ
ン
は
余

市
が
ウ
イ
ス
キ
ー
造
り
に
最
適
な
地
で

あ
る
事
を
発
見
し
、
余
市
に
ウ
イ
ス
キ

ー
工
場
を
造
ろ
う
と
奔
走
し
始
め
ま

す
。

　

そ
し
て
余
市
の
リ
ン
ゴ
農
家
の
主
人

に
、
自
分
は
そ
れ
な
り
の
覚
悟
を
し
て

北
海
道
に
渡
っ
て
き
た
の
で
話
を
聞
い

て
欲
し
い
と
頼
む
と
、
そ
の
農
家
の
主

人
は
、
あ
る
リ
ン
ゴ
の
木
の
前
に
マ
ッ

サ
ン
を
連
れ
て
行
き
、
先
祖
の
話
を
始

め
ま
し
た
。

　
「
覚
悟
？　

こ
こ
が
こ
れ
だ
け
の
町

に
な
る
の
に
何
年
か
か
っ
た
か
、
俺
た

ち
の
親
父
が
ど
ん
な
苦
労
を
し
た
か
知

っ
て
っ
か
？　

こ
の
木
は
日
本
で
初
め

て
実
を
付
け
た
木
だ
、
今
か
ら
三
五
年

前
の
事
だ
。

　

親
父
た
ち
が
こ
こ
に
来
た
の
は
そ
の

八
年
前
の
明
治
四
年
だ
、
俺
た
ち
の

親
父
は
会
津
の
侍
だ
。
時
代
が
明
治

に
変
わ
っ
て
親
父
達
は
逆
賊
の
汚
名

を
着
せ
ら
れ
無
理
や
り
船
に
押
し
込

め
ら
れ
て
こ
の
北
海
道
に
流
さ
れ
た
。 

　

親
父
達
は
刀
を
鍬
に
持
ち
替
え
て
生

き
る
か
死
ぬ
か
で
土
地
さ
耕
し
て
、
ま

ず
蕎
麦
や
豆
を
蒔
い
た
。
だ
け
ど
熊
は

出
る
キ
ツ
ネ
や
ウ
サ
ギ
は
出
る
や
っ
と

実
っ
た
作
物
を
夜
中
に
鹿
が
喰
っ
ち
ま

う
。
ま
さ
に
自
然
と
の
闘
い
だ
。
父
っ

つ
あ
ま
の
手
は
い
つ
も
豆
だ
ら
け
、
お

っ
か
あ
の
手
は
赤
ぎ
れ
だ
ら
け
だ
っ
た
。

　

や
が
て
開
拓
使
か
ら
リ
ン
ゴ
の
苗
木

が
配
ら
れ
た
。
親
父
達
は
ワ
ラ
に
も
す

が
る
気
持
ち
で
見
た
こ
と
も
食
っ
た
事

も
な
い
リ
ン
ゴ
の
木
を
植
え
必
至
で
育

て
た
。四
年
目
に
や
っ
と
実
が
成
っ
た
。

何
で
そ
こ
ま
で
我
慢
で
き
た
と
思
う
。

そ
れ
は
親
父
達
が
会
津
の
魂
、
武
士
の

誇
り
を
捨
て
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
お
前

に
そ
こ
ま
で
の
覚
悟
が
あ
る
か
？　

あ

ん
の
か
?!

　

会
津
だ
け
じ
ゃ
な
い
、
北
海
道
に
は

日
本
中
か
ら
大
勢
の
人
が
移
り
住
み
厳

し
い
自
然
と
向
き
合
っ
て
自
然
と
共
に

生
き
た
ん
だ
。
そ
し
て
死
に
も
の
ぐ
る

い
で
こ
の
大
地
に
根
付
い
た
ん
だ
。
だ

か
ら
オ
ラ
た
ち
は
ど
ん
な
事
が
あ
っ
て

も
こ
の
土
地
を
守
っ
て
い
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
ん
だ
。

　

と
に
か
く
生
半
可
な
気
持
ち
で
は
こ

こ
で
は
や
っ
て
い
け
な
い
。
分
か
っ
た

ら
さ
っ
さ
と
内
地
へ
帰
れ
」

（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ド
ラ
マ
『
マ
ッ
サ
ン
』
よ
り
）

　

マ
ッ
サ
ン
は
こ
の
大
地
で
生
き
る
人

達
の
思
い
に
触
れ
、
改
め
て
そ
の
覚
悟

を
突
き
付
け
ら
れ
た
の
で
し
た
。

　

そ
の
後
は
ご
存
じ
の
通
り
、
マ
ッ
サ

ン
は
会
津
人
を
初
め
と
す
る
現
地
の
人

達
の
協
力
の
も
と
、
余
市
に
素
晴
ら
し

い
ウ
イ
ス
キ
ー
工
場
を
建
設
し
、
や
が

て
余
市
や
日
本
の
産
業
に
大
き
く
貢
献

し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
現
代
で
は
本

場
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
も
負
け
な
い
く

ら
い
、
世
界
の
愛
好
家
達
も
認
め
る
ほ

ど
上
質
の
ウ
イ
ス
キ
ー
を
製
造
す
る
ま

で
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

先
日
、
宮
下
社
長
と
お
電
話
で
話
し

て
い
た
と
こ
ろ
、

　
「
実
は
先
月
余
市
の
方
で
良
い
土
地

が
見
つ
か
っ
て
、
そ
こ
に
入
植
す
る
事

に
な
っ
た
の
で
す
よ
。」

　

と
聞
か
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
え
え
？　

入
植
で
す
か
？　

そ

し
て
余
市
っ
て
あ
の
余
市
の
事
で
す

か
？
」

　
「
そ
う
な
ん
で
す
よ
。
ず
っ
と
あ
ち

こ
ち
探
し
て
い
た
の
で
す
が
、
な
か
な

か
良
い
場
所
が
な
く
て
、
そ
れ
が
先
月

思
い
が
け
ず
見
つ
か
っ
て
、
バ
タ
バ
タ

と
決
ま
っ
た
ん
で
す
。」

　
「
そ
れ
で
札
幌
の
自
宅
か
ら
余
市
ま

で
通
っ
て
行
く
の
で
す
か
？
」

　
「
い
え
い
え
、
家
も
買
っ
た
の
で
、

徐
々
に
拠
点
を
移
し
て
い
く
と
思
い
ま

す
。」

　
「
そ
う
で
し
た
か
…
…
。
北
海
道
も

広
い
の
に
。
よ
り
に
よ
っ
て
余
市
な
ん

で
す
ね
え
」

　
「
そ
う
な
ん
で
す
よ
（
笑
）。
正
確
に

は
余
市
町
の
隣
町
に
あ
る
仁
木
町
と
い

う
と
こ
ろ
な
ん
で
す
が
、
そ
こ
も
余
市

郡
な
ん
で
す
よ
…
…
。」
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一
か
ら
の
開
墾
生
活
に
入
る
と
い
う

事
に
も
本
当
に
驚
き
ま
し
た
が
、
宮
下

社
長
と
奥
様
は
、
第
三
の
人
生
を
会
津

と
深
い
縁
の
あ
る
、
こ
の
余
市
で
始
め

よ
う
と
さ
れ
て
い
た
の
で
し
た
。

　

ま
ほ
ろ
ば
の
お
客
様
な
ら
既
に
お
読

み
に
な
っ
た
と
は
思
い
ま
す
が
、
こ
の

七
月
に
宮
下
社
長
が
書
か
れ
た
「
ま
ほ

ろ
ば
創
業
三
二
周
年
の
ご
挨
拶
・
土
に

帰
る
」
を
、
今
一
度
ご
紹
介
さ
せ
て
下

さ
い
。

土
に
帰
る

大
地
に
立
つ

空
を
見
上
げ
れ
ば
、
碧
空
。
何
も
な
い
。

こ
こ
に
立
っ
て
い
る
こ
と
の
不
思
議
。

一
陣
の
風
さ
え
、
そ
の
答
え
を
教
え
て
く

れ
な
い
。

だ
が
、
居
る
こ
と
で
風
に
な
っ
て
ゆ
く
。

65
歳
、
70
歳
と
い
え
ば
、
引
退
、
隠
居
の

時
節
。

一
線
を
引
い
て
、
悠
々
自
適
か
、
道
楽
か
、

奉
仕
か
…
…
余
生
を
楽
し
む
。

だ
が
、
こ
れ
か
ら
壮
大
な
大
地
に
向
か
っ

て
零
か
ら
の
出
発
。

本
格
的
な
農
業
経
験
の
な
い
ま
ま
、
突
入
。

老
体
に
は
、
適
度
な
運
動
と
休
息
が
必
要

と
言
う
。

だ
が
、
か
つ
て
し
た
こ
と
の
な
い
早
朝
か

ら
晩
ま
で
、
ハ
ー
ド
な
労
働
に
明
け
暮
れ

る
休
み
の
な
い
毎
日
。

自
然
は
容
赦
な
く
変
化
し
、
成
長
し
、
鍛

え
て
く
れ
る
。

誰
が
、
驚
こ
う
が
、
体
が
一
番
驚
い
て
い

る
だ
ろ
う
。

思
い
起
こ
せ
ば
、
33
年
前
、
内
地
か
ら
家

内
と
二
人
で
帰
郷
し
た
時
、

「
農
業
を
や
り
た
い
！
」
の
ハ
ズ
だ
っ
た
。

だ
が
、
何
も
か
も
無
い
無
い
尽
く
し
で
、

最
も
身
近
な
自
然
食
品
店
か
ら
や
る
し
か

な
か
っ
た
。

そ
れ
が
、
「
ま
ほ
ろ
ば
」
の
始
ま
り
。

そ
の
前
提
に
30
年
以
上
も
費
や
し
て
し
ま

っ
た
の
だ
。

そ
し
て
、
今
年
５
月
。

晴
れ
て
「
ま
ほ
ろ
ば
」
の
始
ま
り
に
帰
っ

て
来
れ
た
。

そ
の
立
脚
点
に
立
て
た
の
だ
。

「
ま
ほ
ろ
ば
」
が
こ
こ
ま
で
育
ち
、

充
分
力
も
、
余
力
も
付
き
、
ど
ん
な
こ
と

さ
え
も
開
け
る
気
に
充
ち
て
い
る
。

普
通
な
ら
、
経
営
者
な
ら
、
拡
大
す
る
で

あ
ろ
う
。

し
か
し
、
あ
え
て
、
そ
の
道
を
選
ば
な
か

っ
た
。

何
か
違
う
よ
う
な
気
が
し
て
い
た
。

あ
な
た
で
な
け
れ
ば
出
来
な
い
こ
と
を
、
や

る
べ
き
。
世
間
は
、
そ
う
い
う
で
あ
ろ
う
。

あ
な
た
が
キ
ャ
ベ
ツ
を
作
ら
な
く
て
も
、

誰
で
も
作
れ
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
あ
な
た
が
い
な
く
て
も
出
来
る

こ
と
を
、
あ
え
て
選
ん
だ
。

誰
で
も
作
る
キ
ャ
ベ
ツ
を
、
作
る
べ
き
日
々

を
過
ご
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
誰
に
も
作
れ
な
い
キ
ャ
ベ
ツ
を

作
る
た
め
に
…
…
。

ク
タ
ク
タ
に
疲
れ
た
体
、
風
呂
に
入
る
心

地
よ
さ
、
飯
の
旨
さ
、

家
族
と
の
会
話
の
安
ら
ぎ
、

布
団
に
入
る
と
泥
の
よ
う
に
眠
る
。

心
に
は
、
何
も
残
ん
な
く
な
っ
た
。

ポ
カ
ー
ン
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
ま
ま
、
あ
の
世
に
行
き
そ
う
な
感
じ

だ
。
人
間
っ
て
、
こ
ん
な
だ
っ
た
の
だ
。

今
さ
ら
な
が
ら
思
う
、
遅
き
に
失
し
た
私
。

何
時
か
ら
か
、
掲
げ
た
「
小
国
寡
民
」
。

言
葉
だ
け
で
、
本
当
は
分
か
っ
て
い
な
か

っ
た
な
…
…
…
。

今
ま
で
は
、
周
り
は
人
人
人
、
事
事
事
、

物
物
物
…
…
…
。

で
も
、
今
は
朝
か
ら
晩
ま
で
、
家
族
の
顔

し
か
い
な
い
。

あ
ぁ
、
こ
れ
以
上
少
な
い
民
は
無
い
よ
ナ
。

小
っ
ち
ゃ
い
国
も
な
い
。

老
子
は
、
こ
こ
を
言
っ
て
た
の
か
。

平
和
っ
て
、
小
さ
な
と
こ
ろ
に
あ
る
ん
だ

っ
て
。

何
に
も
俺
、
解
っ
ち
ゃ
い
な
か
っ
た
な

…
…
。

本
当
に
、
こ
れ
か
ら
も
解
る
の
か
な
…
…
。

ま
ほ
ろ
ば
の
店
を
拡
げ
る
よ
り
、
売
り
上

げ
を
伸
ば
す
よ
り
、

こ
こ
で
、
大
地
を
一
人
耕
し
て
い
る
方
が
、

ま
ほ
ろ
ば
の
真
実
な
よ
う
な
気
が
す
る

…
…
。

　

第
三
の
人
生
は
、
原
点
に
立
ち
帰
り
、

農
業
を
志
す
こ
と
に
決
め
ま
し
た
。

　

今
は
、
妻
と
次
男
の
三
人
で
、
人
口

３
０
０
０
人
ほ
ど
の
小
さ
な
町
で
野
菜

を
作
っ
て
い
ま
す
。

ま
ほ
ろ
ば
主
人

　

余
市
へ
は
私
も
先
祖
探
し
を
始
め
た

翌
年
の
、
二
〇
〇
六
年
秋
に
訪
れ
ま
し
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た
。
町
の
丘
の
上
に

は
会
津
藩
士
の
共
同

墓
地
が
あ
り
、
高
台

か
ら
は
余
市
川
や
黒

川
村
、
山
田
村
を
一

望
の
も
と
に
見
渡
す

事
が
で
き
ま
し
た
。

会
津
人
達
が
苦
労
し

て
開
墾
し
た
北
の
大

地
で
す
。

　

も
と
も
と
は
予
想

以
上
に
悲
惨
だ
っ
た

会
津
戦
争
と
斗
南
藩
の
歴
史
を
知
り
、

先
祖
供
養
の
気
持
ち
で
始
め
た
ル
ー
ツ

探
し
で
し
た
が
、
も
う
そ
の
頃
に
は
、

武
士
道
を
持
ち
強
く
誇
り
高
く
生
き
た

ご
先
祖
様
達
の
生
き
様
に
、
逆
に
教
え

ら
れ
支
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。

　

幕
末
の
歴
史
は
悲
劇
で
は
あ
っ
た
け

れ
ど
会
津
魂
を
貫
い
た
ご
先
祖
様
達
は

き
っ
と
も
う
誇
り
高
く
潔
く
成
仏
し
て

い
る
は
ず
。
そ
れ
な
ら
ば
本
当
の
先
祖

供
養
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
、
そ
も
そ
も
ど

う
し
て
こ
ん
な
悲
劇
が
歴
史
に
は
数
多

く
存
在
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
二
度
と

こ
ん
な
悲
劇
を
繰
り
返
さ
な
い
道
と
い

う
も
の
は
こ
の
世
に
は
な
い
の
だ
ろ
う

か
。
そ
し
て
こ
う
い
う
歴
史
が
あ
っ
た

事
を
、
恩
讐
を
伝
え
る
為

で
は
な
く
、
よ
り
良
い
未

来
を
作
る
為
に
後
世
に
伝

え
て
い
く
術す
べ

は
な
い
の
だ

ろ
う
か
等
々
…
。
様
々
な

事
を
会
津
の
ル
ー
ツ
探
し

を
き
っ
か
け
に
真
剣
に
考

え
始
め
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
二
〇
一
一
年
に
同

じ
福
島
で
原
発
事
故
の
悲

劇
が
起
こ
っ
て
か
ら
は
更

に
…
…
。

問
題
が
あ
ま
り
に
大
き
す
ぎ
て
、
一
人

の
人
間
が
で
き
る
事
は
あ
ま
り
に
も
小

さ
く
、
無
力
感
に
苛
さ
い
な
ま
れ
る
時
も
多
々

あ
り
ま
す
。

　

で
も
こ
の
夏
は
、
都
心
か
ら
は
見
え

な
い
天
の
川
を
何
度
も
何
度
も
心
の
中

で
仰
ぎ
な
が
ら
、
再
び
自
分
に
問
い
か

け
続
け
ま
し
た
。
そ
し
て
宮
下
社
長
の

「
土
に
帰
る
」
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

ク
タ
ク
タ
に
疲
れ
た
体
、
風
呂
に
入
る
心

地
よ
さ
、
飯
の
旨
さ
、

家
族
と
の
会
話
の
安
ら
ぎ
、

布
団
に
入
る
と
泥
の
よ
う
に
眠
る
。
心
に

は
、
何
も
残
ん
な
く
な
っ
た
。
ポ
カ
ー
ン

と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
ま
ま
、
あ
の
世
に
行
き
そ
う
な
感
じ

だ
。
人
間
っ
て
、
こ
ん
な
だ
っ
た
の
だ
。

　

そ
う
、
も
し
私
が
心
か
ら
満
ち
足
り

て
こ
ん
な
人
生
を
歩
め
た
ら
な
ら
、
そ

れ
が
何
よ
り
の
先
祖
供
養
で
あ
り
、
世

界
を
よ
り
良
く
す
る
一
ピ
ー
ス
と
な
れ

る
の
で
は
…
…
。

　

命
を
与
え
て
く
れ
た
大
地
と
先
祖
に

感
謝
し
て
、
昼
は
紺
碧
の
空
の
下
で
大

地
を
耕
し
一
家
の
食
べ
る
分
の
お
米
や

野
菜
を
作
る
。
夕
方
は
小
さ
く
て
も
我

が
家
に
通
じ
る
確
か
な
道
を
辿
り
、
美

味
し
い
食
事
を
食
べ
温
か
な
湯
に
浸
か

る
。
そ
し
て
夜
は
天
の
川
が
見
え
る
満

天
の
星
空
を
仰
ぎ
な
が
ら
眠
り
に
つ

く
。

　

家
族
の
理
解
や
協
力
も
必
要
な
事
な

の
で
、
実
現
で
き
る
の
か
、
ま
た
い
つ

の
日
に
な
る
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
。

こ
の
夏
は
宮
下
社
長
の
第
三
の
人
生

に
、
一
つ
の
道
標
と
未
来
へ
の
可

能
性
を
与
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
だ
ま
だ
探
訪
の
旅
は
続
い
て

い
ま
す
。
も
し
か
し
て
本
当
に
解

る
日
は
来
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
そ
れ
で
も
、
迷
い
な
が
ら
模

索
し
な
が
ら
、
笑
い
な
が
ら
泣
き

な
が
ら
…
、
大
地
に
足
を
付
け
星

空
を
見
上
げ
、
宇
宙
に
帰
る
そ
の
日
ま

で
歩
き
続
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
ま
で
お
読
み
下
さ
い
ま
し
て
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

次
回
は
宮
下
社
長
の
尊
崇
す
る
ご
先

祖
さ
ま
の
一
人
、
会
津
藩
教
学
の
祖
・

横
田
三
友
俊
益
の
人
生
を
中
心
に
、
会

津
の
町
並
み
と
歴
史
を
ご
紹
介
し
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
残
暑
厳
し
き
折
、
ど
う
ぞ

皆
様
く
れ
ぐ
れ
も
ご
自
愛
く
だ
さ
い
ま

せ
。

～
い
つ
の
日
か

　
　
　

天
駆
け
帰
る
天
の
川

　
　
　
　
　

笑
み
も
涙
も

　
　
　
　
　
　
　

星
の
ま
た
た
き
～

二
〇
一
六
年
八
月
八
日

大
橋
し
の
ぶ
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※先月、鬼官兵衛記念館・興梠館長から追伸のお手紙をいただきま
した。元読売新聞記者の田川さんという方が危険を冒し、徒歩で現
地の様子を見て来てくれたそうです。佐川官兵衛の顕彰碑は左下の
写真のとおり、地震で粉々に破損していたそうです。
　もしも、特に「南阿蘇村」へ義援金を寄付したという方がいらっ
しゃいましたら、佐川官兵衛顕彰会事務局や会津武家屋敷でも義援
金の募集をしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
下記に会津武家屋敷ＨＰからの情報を転載いたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

平成２８年熊本地震の被災地「南阿蘇村」への
義援金のお願い　
　去る４月１４日以降に発生した地震により、熊本県の多くの自治体で災害

が発生し、その被害は甚大となっており、未だに地震が収束する状況には至っ

ておりません。まずは、被災された皆様にお見舞い申し上げますとともに、

一日も早い復興がされますことを心よりお祈り申し上げます。 

 　旧会津藩家老・佐川官兵衛の終焉の地である南阿蘇村でも今回の地震によ

り被災し、多くの村民の方々が不自由な生活を強いられ、復旧もままならな

い状況となっております。南阿蘇村は佐川官兵衛が明治十年の西南戦争の際

に新政府の警視隊副指揮長として熊本県下に出征し、軍事的要衝・旧白水村

に本陣をおき、数日の滞在後に進軍、旧長陽村黒川に於いて薩摩軍と遭遇し、

その銃弾に仆れた場所です。 

 　南阿蘇村では、生前の官兵衛が部下の規律を徹底し、村人にも親しくに接

したため、人々から慕われ、彼の死後、官兵衛を偲ぶための石碑が村人たち

の手によって村内に多く建てられ、現在でも彼の治績が顕彰され、語り継が

れております。 

 　また平成十三年には官兵衛が討死した場所の阿蘇の石の寄贈を受けて、会

津で初めてとなる佐川官兵衛の顕彰碑が建立され、以来、会津若松市と南阿

蘇村は官兵衛が取りなす自治体として官民ともに交流を続けてきました。 

 　この度、佐川官兵衛顕彰会は、この縁ある南阿蘇村において被災された方々

の支援と、地域の早期復旧の一助となればとの目的で義援金を募集すること

といたしました。何卒、被災地・南阿蘇村の状況をご賢察の上、皆様の温か

いご協力を頂きたくお願い申し上げます。 

平成２８年５月 　佐川官兵衛顕彰会会長　菅家一郎 
　尚、義援金は直接、佐川官兵衛顕彰会事務局 会津武家屋敷にお持ちになる

か下記口座までお振込み下さい。  東邦銀行 会津若松市役所支店 

               普通 １０４０４５        佐川官兵衛顕彰会 事務局長 岩渕忠清 

　　　　　　　　　　　　　　　

鬼官兵衛記念館・興梠館長からの 
続報＆義援金寄付情報熊本地震

●著者プロフィール　大橋  しのぶ
寺田本家 23 代目当主故・寺田啓佐さんとの出会いにより、蔵の微生物

をテーマにした小説を書き、小冊子を発行することに。ペンネームで発

表した小冊子作品は 5 作になる。2015 年、まほろば社長宮下周平と共

にルーツ探しの旅の案内人として同行。神奈川県在住。

義援金追加情報（佐川官兵衛顕彰碑 再建基金） 
　もしも特に「佐川官兵衛顕彰碑の再建」の為にご寄附を寄せて下さる方は、
下記の口座にお願い致します。こちらの方にご寄附いただ いた場合は、お名
前が礎石の台座に刻銘されるそうです。 締切は 11 月末日で、来年の 4 月の
再建に向け準備中との事です。  

　　　　　　　　　　　　　　　　ゆうちょ銀行 　記号 ０１７２０ - ９ 
　口座番号 １６７６３７          

加入者 名 熊本 佐川官兵衛顕彰会  


