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こ
の
度
、
第
十
二
回
全
国
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
が
、

忍
藩
縁
り
の
地
、
行
田
に
て
開
催
さ
れ
る
運
び
と

な
り
ま
し
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
喜
び
に
堪
え
ま

せ
ん
。
当
初
、
行
田
サ
ミ
ッ
ト
は
こ
れ
よ
り
前
に

予
定
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
諸
般
の
事
情
か
ら

本
年
開
催
と
な
り
ま
し
た
。
折
し
も
一
昨
秋
、
映

画
「
の
ぼ
う
の
城
」
が
全
国
に
上
映
さ
れ
、
当
地

の
歴
史
を
紹
介
し
、
今
年
の
サ
ミ
ッ
ト
開
催
に
は

好
き
前
触
れ
と
な
っ
た
こ
と
で
し
た
。
当
地
は
、

江
戸
の
北
の
要
衡
の
位
置
を
占
め
、
譜
代
十
万
石

の
封
地
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。
藩
校
進
脩
館
は
幾

多
の
人
材
を
輩
出
し
、
教
育
・
文
化
の
中
心
で
あ

り
、
そ
の
伝
統
は
今
も
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い

ま
す
。「
進
脩
館
」
の
名
は
、
県
立
高
校
に
冠
せ

ら
れ
、
地
域
の
活
動
は
郷
友
会
の
唱
導
の
も
と
、

揺
る
ぎ
な
く
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
か
つ
て
、
私
は
当
地
を
訪
れ
、
そ
の
伝
統
を
継

ぐ
活
動
の
様
子
を
拝
見
し
、
次
の
よ
う
な
詩
を
詠

い
ま
し
た
。

　
忍
城
偶
成
　
　
　
　
忍お

し

城じ
ょ
う

偶ぐ
う

成せ
い

三
百
諸
侯
競
美
風
　
三
百
諸
侯 
美
風
を
競き

そ

う

進
脩
名
古
武
州
中
　
進
脩
の
名
古
し 
武
州
の
中

児
童
斉
唱
先
賢
句
　
児
童
斉
唱
す 
先
賢
の
句

可
看
郷
黌
化
育
功
　
看
る
べ
し 

郷き
ょ
う

黌こ
う

化
育
の
功

　
ま
こ
と
に
蕪
詩
で
す
が
、
思
わ
ず
口
を
衝
い
て

出
た
私
の
眞
情
で
あ
り
ま
す
。
当
地
で
は
、
今
も

こ
の
詩
を
詠
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
の
こ
と
、

嬉
し
い
極
み
で
す
。

　
思
う
に
、
終
戦
後
、
伝
統
文
化
の
軽
視
、
古
典

教
育
の
等
閑
視
に
よ
る
昏
迷
の
時
期
が
長
く
続
き

ま
し
た
が
、
昨
今
、
小
学
校
児
童
に
漢
文
を
学
ば

せ
、
ま
た
「
古
典
の
日
」
を
制
定
す
る
な
ど
の
施

策
も
見
ら
れ
、
よ
う
や
く
曙
光
が
射
し
て
来
た
よ

う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
機
を
逸
せ
ず
有
効
な
方

策
を
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
当
協
会
で
は
、
そ
の
一
助
と
し
て
「
漢
文
検
定

（
論
語
・
漢
詩
）
試
験
」
を
創
め
、
今
年
で
三
年

目
に
な
り
ま
す
。
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
得
て
発
展

を
期
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
埼
玉
県
の
上
田
清

司
知
事
、
行
田
市
の
工
藤
正
司
市
長
を
始
め
行

政
当
局
の
方
々
の
行
き
届
い
た
ご
配
慮
と
、
藩

主
後
裔
松
平
忠
昌
氏
、
郷
友
会
の
皆
さ
ん
、
関

係
の
方
々
そ
の
献
身
的
な
お
力
添
え
に
感
謝
し
、

こ
の
サ
ミ
ッ
ト
の
成
功
を
祈
念
し
て
ご
挨
拶
と

致
し
ま
す
。

ご
挨
拶

漢
字
文
化
振
興
協
会
会
長

�

石
川�
忠
久

主催者挨拶
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こ
の
度
は
、
行
田
市
で
開
催
さ
れ
る
第
十
二
回

全
国
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
行
田
大
会
の
ご
案
内
を
差
し

上
げ
ま
し
た
処
、
全
国
各
地
か
ら
、
旧
藩
主
ご
当

主
の
皆
様
方
及
び
藩
校
関
係
者
を
は
じ
め
、
大
勢

の
有
志
の
方
々
に
ご
多
用
の
中
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
ま
た
遠
路
の
処
を
ご
参
集
賜
り
ま
し
て
誠
に

有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
歴
史
と
伝
統
の
あ
る
全
国
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
大
会

を
行
田
の
地
で
、
か
く
も
盛
大
に
開
催
で
き
ま
す

こ
と
を
、
地
元
実
行
委
員
会
を
代
表
し
ま
し
て
、

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
全
国
の
各
藩
に
開
設
さ
れ
ま
し
た
「
藩
校
」

は
、
１
７
９
０
年
に
発
布
さ
れ
ま
し
た
「
寛
政

異
学
の
禁
」
を
切
っ
掛
け
に
各
地
に
設
立
さ
れ
、

「
修
身
、
斉
家
、
治
国
、
平
天
下
の
道
」
を
教
え

る
こ
と
を
目
的
と
し
、
儒
教
の
教
え
で
あ
る
「
五

常
」
と
「
五
倫
」
の
徳
目
を
軸
と
し
た
「
人
の

道
」
の
教
育
に
よ
り
、「
武
家
社
会
」
に
お
け
る

「
英
才
教
育
」
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
こ
と
は

皆
様
も
ご
高
承
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

　
一
方
、
漢
字
文
化
振
興
協
会
の
「
全
国
藩
校
サ

ミ
ッ
ト
開
催
趣
旨
」
に
も
明
記
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
江
戸
時
代
の
教
育
の
質
の
高
さ
と
普
及
状
況

の
豊
か
さ
は
、
当
時
の
諸
外
国
と
比
較
し
て
も
目

を
見
張
る
ほ
ど
素
晴
ら
し
く
、
そ
の
学
問
を
学
ぶ

こ
と
に
よ
っ
て
今
の
教
育
に
活
か
せ
る
も
の
が
あ

る
筈
と
の
想
い
も
共
有
し
て
頂
け
る
も
の
と
考
え

ま
す
。

　
我
々
の
使
命
と
も
云
う
べ
き
こ
と
は
、
昔
を
学

び
、
古
典
に
親
し
み
、
リ
ー
ダ
ー
を
育
ん
だ
藩
校

教
育
を
活
か
す
た
め
に
、
志
を
同
じ
く
す
る
者

が
、
そ
の
善
い
点
を
次
世
代
に
繋
ぐ
こ
と
に
あ
る

と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
今
迄
の
大
会
の
活

動
に
加
え
て
藩
校
関
係
者
に
よ
る
「
研
修
会
」
を

企
画
さ
せ
て
頂
き
、
次
の
大
会
に
向
け
た
連
帯
感

の
あ
る
活
動
を
目
指
し
た
い
と
ご
提
案
致
し
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
出
逢
い
と
思
い
遣
り
を
大
切
に

し
て
皆
様
と
共
に
展
開
さ
せ
て
頂
け
れ
ば
幸
い
に

存
じ
ま
す
。

　
改
め
ま
し
て
、
よ
う
こ
そ
行
田
に
お
見
え
頂
き

ま
し
た
。
重
ね
て
御
礼
申
し
上
げ
、
ご
挨
拶
と
さ

せ
て
頂
き
ま
す
。

ご
挨
拶

第
12
回
全
国
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
行
田
大
会

実
行
委
員
会
実
行
委
員
長

�

松
平�
忠
昌

主催者挨拶
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第
十
二
回
全
国
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
行
田
大
会
が
、

旧
藩
の
御
当
主
を
は
じ
め
多
く
の
皆
様
の
御
参
加

の
下
、
盛
大
に
開
催
さ
れ
ま
す
こ
と
を
お
喜
び
申

し
上
げ
ま
す
。
全
国
か
ら
本
県
に
お
越
し
の
皆
様

に
は
心
よ
り
歓
迎
い
た
し
ま
す
。

　
さ
て
、
子
供
を
鍛
え
、
次
代
を
担
う
人
材
を
育

成
す
る
教
育
の
重
要
性
が
改
め
て
認
識
さ
れ
て
い

る
中
、
藩
校
教
育
の
伝
統
や
精
神
を
伝
え
る
本
大

会
が
埼
玉
県
で
開
催
さ
れ
ま
す
こ
と
は
、
大
変
意

義
深
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
江
戸
時
代
の
埼
玉
県
の
エ
リ
ア
に
は
、
小
江
戸

川
越
の
川
越
藩
、
人
形
の
ま
ち
岩
槻
の
岩
槻
藩
、

そ
し
て
映
画
「
の
ぼ
う
の
城
」
の
忍
城
で
有
名
な

忍
藩
の
三
藩
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
忍
藩
に
お
い

て
は
、
江
戸
末
期
に
藩
主
松
平
忠
堯
侯
が
忍
城
内

に
「
進
脩
館
」
を
設
立
し
ま
し
た
。
こ
の
藩
校
教

育
を
受
け
た
先
人
は
、
幕
末
か
ら
明
治
維
新
の
忍

藩
を
支
え
、
明
治
以
降
も
、
日
本
の
金
融
界
の
基

礎
を
築
い
た
実
業
家
の
小
山
健
三
を
は
じ
め
各
界

の
優
れ
た
人
材
を
輩
出
し
ま
し
た
。

　
廃
藩
置
県
後
も
、
旧
忍
藩
の
関
係
者
に
よ
り
発

足
さ
れ
た
忍
郷
友
会
が
「
進
脩
館
」
の
伝
統
や
精

神
を
引
き
継
ぎ
、
今
日
ま
で
百
年
以
上
に
も
わ
た

り
、
後
継
者
の
育
成
と
郷
土
の
文
化
発
展
に
寄
与

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
全
国
の
藩
校
に
お
い
て
も
、
藩
政
を
担
う
優
秀

な
人
材
を
育
て
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
特
色
あ
る
藩

校
教
育
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
日
本
の
教
育
に
藩
校

が
果
た
し
た
歴
史
的
役
割
は
大
変
大
き
い
も
の
が

あ
り
ま
し
た
。

　
本
大
会
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
「
～
藩
校
教
育
の
理
念

を
今
に
～
」
の
と
お
り
、
藩
校
教
育
の
古
き
良
き

伝
統
・
文
化
が
再
認
識
さ
れ
、
次
世
代
の
子
供
た

ち
に
し
っ
か
り
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
を
願
っ

て
お
り
ま
す
。

　
開
催
地
の
行
田
市
は
埼
玉
県
の
県
名
発
祥
の
地

で
す
。
国
宝
「
金き

ん

錯さ
く

銘め
い

鉄て
っ

剣け
ん

」
を
出
土
し
た
稲
荷

山
古
墳
を
は
じ
め
と
す
る
九
基
の
大
型
古
墳
が

現
存
し
、
世
界
遺
産
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
歴
史
的

価
値
の
高
い
「
埼さ

き

玉た
ま

古
墳
群
」
は
ま
さ
に
圧
巻
で

す
。
ま
た
「
古
代
蓮
の
里
」
で
は
、
神
秘
的
な
美

し
さ
を
持
つ
古
代
蓮
が
ち
ょ
う
ど
見
頃
を
迎
え
て

い
ま
す
。

　
全
国
か
ら
お
越
し
の
皆
様
に
は
、
お
時
間
の
許

す
限
り
行
田
の
歴
史
と
文
化
を
楽
し
ん
で
い
た
だ

き
、
交
流
を
深
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
結
び
に
、
全
国
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
の
今
後
ま
す
ま

す
の
発
展
と
参
加
さ
れ
た
皆
様
方
の
御
健
勝
と
御

活
躍
を
心
か
ら
祈
念
申
し
上
げ
、
私
の
挨
拶
と
し

ま
す
。

ご
挨
拶

埼
玉
県
知
事

�

上
田�
清
司

歓迎挨拶
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全
国
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
が
、
こ
こ
行
田
の
地
で
盛
大

に
開
催
さ
れ
ま
す
こ
と
を
心
か
ら
お
喜
び
申
し
上
げ

ま
す
と
と
も
に
、
旧
藩
御
当
主
の
皆
様
を
は
じ
め
、

多
く
の
藩
校
関
係
者
の
方
々
の
ご
来
臨
を
、
行
田
市

民
を
代
表
し
て
心
か
ら
歓
迎
申
し
上
げ
ま
す
。

　「
埼
玉
県
名
発
祥
の
地
」
行
田
市
は
、
北
に
利
根

川
、
南
に
荒
川
の
二
大
河
川
が
流
れ
る
〝
水
と
緑
に

恵
ま
れ
た
ま
ち
〟
で
、
国
宝
「
金
錯
銘
鉄
剣
」
が
出

土
し
た
東
日
本
随
一
の
規
模
を
誇
る
さ
き
た
ま
古
墳

群
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
古
く
か
ら
文
明
が
栄
え
、

今
も
市
内
に
は
、「
古
代
」「
中
世
」「
近
代
」
と
行

田
の
伝
統
と
文
化
を
彩
る
時
代
ご
と
の
特
色
あ
ふ
れ

る
歴
史
が
息
づ
い
て
お
り
ま
す
。

　
江
戸
時
代
に
は
、
要
衝
の
地
と
し
て
親
藩
・
譜
代

の
大
名
が
藩
主
を
勤
め
、
北
関
東
の
政
治
・
経
済
・

産
業
の
中
心
で
あ
っ
た
忍
藩
の
文
化
と
繁
栄
が
今
の

行
田
の
礎
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
特
に
、
第
十
四
代
藩
主
松
平
忠
堯
候
に
よ
り
設
立

さ
れ
た
藩
校
「
進
脩
館
」
の
藩
士
育
英
は
、
藩
政
振

興
は
も
と
よ
り
、
そ
の
後
の
明
治
維
新
体
制
の
充
実

に
も
寄
与
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ

の
人
材
育
成
を
ま
ち
づ
く
り
に
活
か
す
藩
学
の
精
神

は
、
本
市
の
風
土
に
強
く
根
付
き
、
今
日
の
行
田
の

教
育
に
も
し
っ
か
り
と
受
け
継
が
れ
て
お
り
ま
す
。

　
歴
史
的
な
転
換
期
を
迎
え
る
現
代
に
あ
っ
て
は
、

人
材
こ
そ
が
我
が
国
再
生
の
原
動
力
で
す
。

　
本
市
に
お
き
ま
し
て
も
、
時
代
の
要
請
や
社
会
の

変
化
を
的
確
に
捉
え
た
教
育
に
力
を
注
ぎ
、
未
来
を

拓
く
人
材
と
文
化
を
育
む
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て

お
り
ま
す
。
な
か
で
も
、
旧
忍
藩
の
関
係
者
に
よ
り

発
足
し
た
公
益
財
団
法
人
忍
郷
友
会
の
皆
様
に
は
、

市
内
小
学
生
を
対
象
に
素
読
教
室
を
開
催
す
る
な

ど
、
日
本
文
化
の
源
泉
と
も
い
え
る
漢
字
文
化
の
継

承
に
お
力
添
え
を
い
た
だ
き
、
今
を
強
く
生
き
る
、

そ
し
て
未
来
を
担
う
子
ど
も
達
の
育
成
に
市
を
挙
げ

て
取
組
ん
で
お
り
ま
す
。

　
こ
の
た
び
の
サ
ミ
ッ
ト
開
催
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
の
歴
史
と
文
化
を
見
つ
め
直
す
と
と
も
に
、

藩
校
の
優
れ
た
人
材
教
育
・
実
務
教
育
を
振
り
返
り
、

新
た
な
時
代
を
切
り
拓
く
人
づ
く
り
・
ま
ち
づ
く
り

に
生
か
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
心
か
ら
期
待
し
て
お
り

ま
す
。

　
さ
て
、
本
市
は
、
一
昨
年
に
公
開
さ
れ
た
映
画

「
の
ぼ
う
の
城
」
の
舞
台
と
し
て
全
国
の
皆
様
に
広

く
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
市
内
に
は
そ
の
歴
史
の

ゆ
か
り
と
な
る
「
忍
城
址
」
や
「
石
田
堤
」
を
は
じ

め
、「
足
袋
の
ま
ち
」
と
し
て
全
国
に
名
を
馳
せ
た

足
袋
蔵
が
点
在
す
る
街
並
み
な
ど
、
魅
力
あ
ふ
れ
る

地
域
資
源
の
宝
庫
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
こ
れ

か
ら
夏
に
か
け
て
42
種
類
12
万
株
も
の
花
蓮
が
咲
き

誇
る
「
古
代
蓮
の
里
」
は
大
き
な
見
ど
こ
ろ
と
な
り

ま
す
の
で
、
是
非
と
も
こ
の
機
会
に
古
代
ロ
マ
ン
と

歴
史
が
息
づ
く
ま
ち
行
田
を
ゆ
っ
く
り
と
お
楽
し
み

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。

　
結
び
に
、
本
サ
ミ
ッ
ト
の
開
催
に
あ
た
り
ご
尽
力

い
た
だ
き
ま
し
た
関
係
各
位
に
深
く
感
謝
を
申
し
上

げ
ま
す
と
と
も
に
、
全
国
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
の
ご
盛
会

と
、
ご
臨
席
の
皆
様
の
今
後
益
々
の
ご
健
勝
と
ご
活

躍
を
心
か
ら
祈
念
い
た
し
ま
す
。

ご
挨
拶

行
田
市
長

�

工
藤�
正
司

歓迎挨拶
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全
国
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
行
田
大
会
の
盛
大
な
開
催

を
心
よ
り
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
忍
藩
の
藩
校
「
進
脩
館
」
は
、
校
歌
が
行
田
市

立
南
小
学
校
へ
、
扁
額
は
行
田
市
立
中
央
小
学
校

に
分
か
れ
、
今
も
行
田
の
子
ど
も
た
ち
の
中
で
生

き
続
け
て
い
ま
す
。
私
の
母
方
の
祖
父
、
春
田
昇

太
郎
が
南
小
学
校
の
校
長
を
務
め
て
い
た
こ
と
も

あ
り
、「
進
脩
館
」
の
名
が
サ
ミ
ッ
ト
を
通
じ
、

全
国
に
発
信
さ
れ
る
こ
と
を
誇
ら
し
く
感
じ
て
い

ま
す
。

　
忍
松
平
家
と
関
わ
り
あ
る
皆
さ
ん
の
集
ま
り

「
忍
郷
友
会
」
の
新
年
会
で
は
、
行
田
市
内
で
選

ば
れ
た
子
ど
も
た
ち
が
、
日
ご
ろ
の
経
験
を
通
じ

感
じ
た
思
い
を
発
表
す
る
場
が
あ
り
ま
す
。
毎

年
、
優
し
く
も
た
く
ま
し
い
子
ど
も
た
ち
の
主
張

に
、
涙
腺
が
緩
み
ま
す
。
自
ら
の
経
験
を
文
字
に

し
、
語
る
と
い
う
学
び
方
の
基
本
が
し
っ
か
り
で

き
て
こ
そ
の
主
張
で
す
。
子
ど
も
た
ち
の
立
ち
姿

か
ら
は
、
学
ぶ
楽
し
さ
を
知
る
が
故
の
自
信
が
に

じ
ん
で
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。

　
科
学
技
術
の
進
歩
に
よ
り
、
子
ど
も
た
ち
の
学

習
環
境
は
大
き
く
変
化
し
て
お
り
ま
す
が
、
年
長

者
が
年
少
者
に
語
り
聞
か
せ
、
ま
ず
は
覚
え
る
こ

と
か
ら
始
め
る
藩
校
の
教
育
方
法
は
、
技
術
の
進

化
が
著
し
い
現
代
に
お
い
て
も
輝
き
続
け
て
い
ま

す
。
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
進
展
で
、
文
字
に
対
す
る

姿
勢
が
変
化
し
て
お
り
ま
す
が
、
ま
ず
は
声
に
出

し
、
手
で
、
体
で
覚
え
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
こ

そ
、
新
た
な
技
術
革
新
の
芽
が
あ
る
と
考
え
ま

す
。「
Ｂ
ａ
ｃ
ｋ 

ｔ
ｏ 

ｂ
ａ
ｓ
ｉ
ｃ
」。
藩
校
教

育
の
理
念
、
教
育
方
法
の
研
究
の
中
に
、
日
本
の

教
育
の
未
来
が
あ
る
と
信
じ
て
お
り
ま
す
。

　
行
田
市
に
は
、
古
代
ロ
マ
ン
を
語
る
埼
玉
古
墳

群
が
あ
り
、
サ
ケ
が
遡
上
す
る
大
河
、
利
根
川
が

流
れ
る
関
東
平
野
の
雄
大
な
景
観
が
あ
り
ま
す
。

「
進
脩
館
」
で
学
ん
だ
人
材
は
、
足
袋
を
中
心
と

し
た
被
服
産
業
を
行
田
の
町
に
根
付
か
せ
、
一
時

期
大
変
な
活
況
を
呈
し
ま
す
。
そ
の
後
も
優
れ
た

経
済
感
覚
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
は
現
代
ま
で
引
き
継
が
れ
、

行
田
市
は
最
先
端
技
術
を
要
す
る
大
き
な
工
場
が

い
く
つ
も
立
地
す
る
産
業
拠
点
と
し
て
の
顔
も
あ

り
ま
す
。

　
豊
か
な
歴
史
と
自
然
の
恵
み
の
中
で
行
田
の
子

ど
も
た
ち
は
育
っ
て
い
ま
す
。
地
域
を
愛
し
、
日

本
を
愛
し
、
地
球
を
愛
す
る
子
ど
も
た
ち
を
育
て

て
い
く
の
は
地
域
の
大
人
の
責
任
で
す
。
私
ど
も

埼
玉
新
聞
社
も
、「
進
脩
館
」
の
教
育
理
念
を
未

来
に
活
か
し
、
笑
顔
あ
ふ
れ
る
地
域
づ
く
り
の
お

手
伝
い
を
続
け
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
12
回
藩
校
サ
ミ
ッ
ト

行
田
大
会
メ
ッ
セ
ー
ジ

埼
玉
新
聞
社 

代
表
取
締
役
社
長

�

小
川�
秀
樹

第12回藩校サミット行田大会メッセージ
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全
国
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
は
、
平
成
十
四
年
に
東
京
都
の
湯
島
聖
堂
で
開
催
さ
れ
た
の
が
始
ま
り
で
す
。
経
済
界
、
教
育
界
の
有
志
が

中
心
に
な
っ
て
設
立
さ
れ
た
「
漢
字
文
化
振
興
会
（
現
漢
字
文
化
振
興
協
会
）」
が
呼
び
か
け
て
実
現
し
ま
し
た
。
戦
後
の
日
本
で

は
、
漢
字
文
化
が
衰
微
す
る
一
方
で
、
外
国
語
の
乱
用
、
日
本
語
の
乱
れ
な
ど
が
広
範
に
み
ら
れ
ま
す
。
こ
の
日
本
語
の
状
況
を
憂

え
、
漢
字
文
化
を
後
代
に
き
ち
ん
と
伝
え
、
受
け
継
い
で
い
く
こ
と
が
、
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
の
基
本
理
念
で
す
。

　
江
戸
時
代
、
藩
校
は
全
国
の
二
百
六
十
余
の
藩
に
次
々
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
教
育
は
、
各
藩
そ
れ
ぞ
れ
に
特
色
が
あ
り
、

そ
の
地
方
の
青
少
年
教
育
お
よ
び
文
化
の
振
興
に
大
き
く
寄
与
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
息
づ
い
て
い
る
藩
校
の
伝
統

や
精
神
を
、
現
代
の
視
点
で
見
直
し
て
評
価
し
、
生
か
す
べ
き
は
生
か
し
て
い
こ
う
と
い
う
趣
旨
で
、
毎
年
全
国
の
藩
校
所
在
地
回

り
持
ち
で
開
催
し
、
行
田
大
会
で
十
二
回
を
重
ね
ま
し
た
。

 

第
一
回 

平
成
十
四
年 

（
二
〇
〇
二
年
） 
江
戸
幕
府
昌
平
坂
学
問
所
（
湯
島
聖
堂
）
＝
東
京
都
文
京
区
＝

 

第
二
回 

平
成
十
五
年 

（
二
〇
〇
三
年
） 
会
津
藩
・
日
新
館
＝
福
島
県
会
津
若
松
市
＝

 

第
三
回 

平
成
十
六
年 

（
二
〇
〇
四
年
） 

佐
賀
藩
多
久
邑
・
東
原
庠
舎
＝
佐
賀
県
多
久
市
＝

 

第
四
回 

平
成
十
七
年 

（
二
〇
〇
五
年
） 

備
中
松
山
藩
・
有
終
館
＝
岡
山
県
高
粱
市
＝

 

第
五
回 

平
成
十
八
年 

（
二
〇
〇
六
年
） 

高
遠
藩
・
進
徳
館
＝
長
野
県
伊
那
市
＝

 

第
六
回 

平
成
十
九
年 

（
二
〇
〇
七
年
） 

庄
内
藩
・
致
道
館
＝
山
形
県
鶴
岡
市
＝

 

第
七
回 

平
成
二
十
年 

（
二
〇
〇
八
年
） 

熊
本
藩
・
時
習
館
＝
熊
本
県
熊
本
市
＝

 

第
八
回 

平
成
二
十
一
年 

（
二
〇
〇
九
年
） 

長
岡
藩
・
崇
徳
館
＝
新
潟
県
長
岡
市
＝

 

第
九
回 

平
成
二
十
二
年 

（
二
〇
一
〇
年
） 

松
江
藩
・
文
明
館
＝
島
根
県
松
江
市
＝

 

第
十
回 

平
成
二
十
四
年 

（
二
〇
一
二
年
） 

水
戸
藩
・
弘
道
館
＝
茨
城
県
水
戸
市
＝

 

第
十
一
回 

平
成
二
十
五
年 

（
二
〇
一
三
年
） 

薩
摩
藩
・
造
士
館
＝
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
＝

 

第
十
二
回 

平
成
二
十
六
年 

（
二
〇
一
四
年
） 

忍
藩
・
進
脩
館
＝
埼
玉
県
行
田
市
＝

全
国
藩
校
サ
ミ
ッ
ト�

開
催
の
記
録

全国藩校サミット 開催の記録
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江
戸
時
代
の
教
育 

徳
川
宗
家
第
18
代
当
主
　
徳
川�

恒
孝

江戸時代の教育

　
長
い
戦
国
時
代
が
終
っ
て
新
し
い
江
戸
時

代
が
始
ま
り
、
平
和
の
時
代
が
安
定
化
す
る

と
共
に
日
本
の
総
人
口
は
急
速
に
増
加
し
ま

し
た
。
現
代
の
よ
う
な
正
確
な
人
口
調
査
が

行
わ
れ
る
の
は
八
代
将
軍
吉
宗
公
の
時
代
に

な
り
ま
す
が
、
色
々
な
デ
ー
タ
に
よ
り
ま
す

と
、
江
戸
幕
府
初
期
の
日
本
総
人
口
は
約

千
二
百
万
人
程
度
、
そ
れ
が
百
年
後
の
元
禄

時
代
に
は
約
三
千
万
人
に
増
加
し
た
と
こ
ろ

で
頭
打
ち
と
な
り
、
し
ば
ら
く
そ
の
水
準
で

推
移
し
た
あ
と
幕
末
に
む
か
っ
て
再
び
緩
や

か
に
増
加
し
て
い
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
ま

す
。
今
日
の
よ
う
な
色
々
な
予
防
接
種
な
ど

は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
気
候
の
変
化
に
よ
っ
て

厳
し
い
寒
冷
化
が
進
ん
だ
り
、
干
ば
つ
や
洪

水
・
地
震
も
繰
り
返
し
起
こ
り
ま
し
た
か

ら
、
栄
誉
バ
ラ
ン
ス
も
悪
か
っ
た
幼
児
、
小

児
の
死
亡
率
は
大
変
に
高
く
、
両
親
の
祈
る

よ
う
な
気
持
ち
の
も
と
に
無
事
に
育
っ
て
ゆ

く
子
供
達
は
、
士
農
工
商
の
如
何
を
問
わ
ず

社
会
全
体
の
宝
と
し
て
大
切
に
育
て
ら
れ
ま

し
た
。

　
勇
猛
果
敢
で
主
君
と
と
も
に
命
を
掛
け
て

戦
う
こ
と
を
旨
と
し
た
戦
国
の
武
士
た
ち

も
、
三
代
家
光
公
ま
で
の
幕
府
創
世
記
を
過

ぎ
、
幼
少
の
四
代
家
綱
公
（
11
歳
で
将
軍
宣

下
。
保
科
正
之
公
が
補
佐
）
の
新
し
い
時
代

に
入
る
と
と
も
に
、
有
能
な
官
僚
と
し
て

夫
々
の
国
を
豊
か
に
治
め
る
能
力
が
強
く
求

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
彼
等
は
、
武

家
の
精
神
と
高
い
人
格
を
守
り
な
が
ら
、
深

い
学
識
と
統
治
能
力
、
経
済
の
働
き
と
力
を

理
解
す
る
能
力
を
持
つ
こ
と
が
必
須
の
要
件

と
な
り
、
各
藩
の
財
政
を
健
全
に
保
つ
た
め

に
、
農
・
工
・
商
と
力
を
合
わ
せ
て
新
し
い

平
和
な
時
代
を
乗
り
切
っ
て
行
く
事
に
な
り

ま
す
。
世
界
に
類
を
見
な
い
２
５
０
年
の
平

和
を
支
え
た
の
は
、
安
定
し
た
平
和
と
共
に

徐
々
に
生
ま
れ
て
き
た
高
度
な
経
済
社
会
で

あ
り
、
そ
れ
を
支
え
た
の
は
士
農
工
商
の
枠

を
超
え
た
高
い
教
育
水
準
と
学
問
の
深
化
に

よ
っ
て
育
ま
れ
た
社
会
全
体
の
高
い
道
徳
水

準
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
最
初
の
藩
校
が
設
立
さ
れ
た
の
は
寛
文
9

年
（
１
６
６
９
年
）、
岡
山
藩
主
池
田
光
政

公
の
設
立
さ
れ
た
岡
山
学
校
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
１
６
０
０
年
代
に
は
、
そ
の
他

に
会
津
藩
の
稽
古
堂
、
前
橋
藩
の
好
古
堂

な
ど
が
設
立
さ
れ
た
と
記
録
が
有
り
ま
す

が
、
ど
の
程
度
本
格
的
な
「
学
校
」
で
あ
っ

た
か
は
解
り
ま
せ
ん
。
全
国
的
に
藩
校
が
設

立
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
宝
暦
年
間

（
１
７
５
０
年
代
）
以
降
の
こ
と
の
よ
う
で

す
。
江
戸
幕
府
の
学
校
は
湯
島
聖
堂
（
昌
平

坂
学
問
所
）
で
す
が
、
そ
の
起
源
は
元
禄
3

年
（
１
６
９
０
）
に
上
野
忍
岡
に
林
羅
山
が

設
立
し
た
私
塾
で
、
綱
吉
公
の
時
代
に
湯
島

聖
堂
に
移
転
、
講
堂
・
学
寮
等
が
出
来
ま
し

た
。
さ
ら
に
「
寛
政
異
学
の
変
」
に
よ
っ
て

学
問
所
は
林
家
の
私
塾
か
ら
正
式
な
幕
府
学

問
所
と
な
り
ま
し
た
か
ら
、
各
藩
で
も
同
じ

よ
う
な
私
塾
が
早
く
か
ら
存
在
し
、
そ
れ
が

寛
政
年
間
（
18
世
紀
末
）
の
頃
か
ら
藩
の
直

接
経
営
す
る
学
問
所
に
発
展
し
て
い
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。
当
初
は
論
語
素
読
か
ら

始
ま
る
道
徳
と
知
識
を
深
め
る
た
め
の
学
問

が
「
学
び
」
の
中
心
で
し
た
が
、
徐
々
に
藩

校
の
規
模
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
、
剣
術
、

水
連
、
体
育
、
そ
し
て
鉄
砲
の
扱
い
、
洋
学

に
ま
で
教
科
は
増
え
て
行
き
ま
す
。
い
ず
れ

も
武
士
に
と
っ
て
は
必
須
の
科
目
で
し
た
。

ま
た
藩
内
の
地
位
・
石
高
の
高
い
も
の
、
家

を
継
ぐ
長
男
に
は
よ
り
高
い
目
標
が
設
定
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

　
国
民
の
大
半
を
占
め
る
農
・
工
・
商
の
教

育
は
江
戸
時
代
の
極
め
て
早
い
時
期
か
ら
全

国
的
に
進
み
ま
す
。
都
市
で
は
「
手
習
い
の

御
師
匠
さ
ん
」
が
、
地
方
で
は
お
寺
の
御
坊

さ
ん
た
ち
が
教
育
に
当
た
り
ま
し
た
。
武
士

階
級
の
理
念
と
精
神
の
学
問
と
は
異
な
り
、

其
々
の
生
活
に
密
着
し
た
実
学
教
育
で
す
。

「
い
ろ
は
」
を
終
え
ま
す
と
、
魚
屋
さ
ん
の

子
供
は
魚
の
名
前
を
、
八
百
屋
さ
ん
は
あ
ら

ゆ
る
野
菜
の
名
前
を
、
大
工
の
子
供
達
は
材
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木
の
産
地
や
木
材
の
名
称
を
習
い
ま
す
。
街

道
の
宿
場
の
暗
記
や
、
河
の
名
前
。
港
や

町
々
の
場
所
。
全
員
に
必
須
の
算
盤
の
扱

い
。
そ
れ
ら
に
加
え
て
道
徳
の
科
目
が
巧
み

に
入
っ
て
行
き
ま
す
。「
盗
ん
で
は
い
け
な

い
」「
苛
め
て
は
い
け
な
い
」「
嘘
を
つ
い
て

は
い
け
な
い
」「
困
っ
て
い
る
人
は
助
け
る
」

と
言
う
よ
う
な
教
育
が
行
わ
れ
た
の
は
藩
校

と
同
じ
で
す
。
現
在
の
よ
う
な
「
ク
ラ
ス
全

員
が
同
じ
教
科
書
を
声
を
揃
え
て
読
む
」
よ

う
な
集
団
教
育
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
人
一

人
の
能
力
と
将
来
の
進
路
に
よ
っ
て
個
別

な
教
育
が
行
わ
れ
ま
し
た
。（
当
時
教
科
書

は
2
～
3
千
種
類
あ
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
ま

す
。）

　
女
の
子
に
は
更
に
裁
縫
や
い
ろ
い
ろ
芸
事

の
手
習
い
が
待
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
都
会

の
子
供
達
は
あ
ま
り
今
日
と
変
わ
ら
な
い
タ

イ
ト
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
塾
通
い
を
し
て
い

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
男
の
子
た
ち
は
大
体

現
在
の
小
学
校
を
卒
業
す
る
年
代
で
丁
稚
奉

公
に
入
り
、
20
歳
に
な
る
頃
に
は
立
派
な
一

人
前
の
商
人
・
職
人
と
な
っ
て
、
1
年
の
お

礼
奉
公
の
あ
と
、
自
分
の
進
む
道
へ
と
巣

立
っ
て
行
き
ま
し
た
。

　
農
村
や
山
村
の
男
の
子
達
は
お
寺
で
の

「
手
習
い
」
に
加
え
て
、
若
者
達
の
団
体
と

し
て
、
村
全
体
の
保
林
や
水
路
の
確
保
。
困

窮
し
て
い
る
農
家
の
援
助
な
ど
に
活
躍
し

ま
す
。
女
の
子
は
「
手
習
い
」
の
後
に
、
町

で
の
奉
公
に
出
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で

す
。

　
江
戸
時
代
の
行
政
の
特
徴
は
、
藩
運
営
の

基
礎
と
な
る
産
物
（
大
き
な
部
分
は
「
米
」

で
す
が
、
そ
れ
以
外
の
「
土
地
の
名
物
」
開

発
も
極
め
て
重
要
で
し
た
。）
を
実
際
に
取

り
扱
う
人
々
が
武
士
以
外
の
農
工
商
の
人
々

で
あ
り
、
武
士
階
級
と
人
口
の
大
多
数
を

占
め
る
農
・
工
・
商
の
人
々
の
融
和
・
協

調
が
必
須
で
あ
る
こ
と
で
し
た
。「
豊
か
な

藩
」
を
築
く
こ
と
は
藩
全
体
の
共
同
作
業
で

あ
り
、
多
く
の
藩
は
藩
全
体
の
教
育
に
も
力

を
注
い
で
い
ま
す
し
、
優
秀
な
人
材
は
武
士

の
「
格
」
に
引
き
上
げ
て
高
い
教
育
を
受
け

さ
せ
る
な
ど
の
手
法
も
取
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
辺
が
西
欧
の
強
固
な
身
分
制
度
と
大
き

く
違
う
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。（
欧
州
の

「
領
地
」
は
全
て
貴
族
か
教
会
の
「
私
有
地
」

で
あ
り
、
領
主
は
自
分
の
領
地
の
万
能
の
神

に
近
い
絶
対
権
力
者
で
し
た
。
因
み
に
江
戸

末
期
の
日
本
全
体
の
識
字
率
は
世
界
最
高
の

も
の
だ
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。）

　
江
戸
時
代
に
各
藩
が
設
立
し
、
其
々
の
武

士
達
を
ま
ず
立
派
な
人
格
者
で
あ
り
、
逞
し

い
武
士
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
後
に
藩
運
営
の

為
に
は
経
済
に
も
精
通
し
た
人
間
に
育
て
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
藩
校
の
教
育
が
、
今
日

の
日
本
の
教
育
に
ど
の
程
度
の
影
響
を
与
え

て
い
る
の
か
は
良
く
解
り
ま
せ
ん
。
し
か
し

ま
ず
「
人
間
と
し
て
高
い
道
徳
性
を
子
供
の

時
か
ら
厳
し
く
教
え
る
」
と
言
う
も
っ
と
も

大
切
な
、
基
本
の
基
本
と
も
言
う
べ
き
重
要

な
ポ
イ
ン
ト
が
徐
々
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
漠
然
と
し
た
感
触
が

あ
り
ま
す
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
本

当
に
困
っ
た
こ
と
、
国
家
最
大
の
問
題
と
思

い
ま
す
が
、
小
生
の
間
違
い
で
あ
っ
て
欲
し

い
と
切
に
願
っ
て
い
ま
す
。

　
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
私
の
大
好
き
な
会

津
日
新
館
の
「
什
の
教
え
」
を
書
い
て
、
こ

の
稿
を
終
え
ま
す
。

	
	

年
長
者
の
言
ふ
こ
と
に
背
い
て
は
な
り
ま
せ
ぬ

	
	

年
長
者
に
は
お
辞
儀
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ

	
	

虚
言（
う
そ
）を
言
ふ
こ
と
は
な
り
ま
せ
ぬ

	

卑
怯
な
振
舞
い
を
し
て
は
な
り
ま
せ
ぬ

	

弱
い
者
を
苛
め
て
は
な
り
ま
せ
ぬ

	

戸
外
で
物
を
食
べ
て
は
な
り
ま
せ
ぬ

	
	

戸
外
で
婦
人（
お
ん
な
）と
言
葉
を
交
わ
し
て
は
な
り
ま
せ
ぬ

	
な
ら
ぬ
こ
と
は
な
ら
ぬ
も
の
で
す
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忍
藩
の
藩
校
に
つ
い
て
―
今
、
求
め
ら
れ
る
も
の
は

 

公
益
財
団
法
人 

忍
郷
友
会 

会
長
　
松
平�

忠
昌

忍
藩
の
藩
校
「
進
脩
館
」

　
忍
藩
の
藩
校
は
、「
進
脩
館
」
と
し
て
文

政
6
年
（
１
８
２
３
年
）、「
領
地
三
方
処
替

え
」
に
よ
り
桑
名
の
地
か
ら
行
田
に
移
設
さ

れ
ま
し
た
。
藩
校
名
は
、
易
経
「
乾
」
の

「
卦
」
の
文
言
に
あ
る
「
君
子
進
徳
修
業
、

欲
及
時
也
」（
君
子
は
徳
に
進
み
業
を
脩
め
、

時
に
及
ば
ん
事
を
欲
す
る
也
）
に
由
来
し
、

桑
名
時
代
の
藩
儒
平
井
澹
所
の
名
付
け
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
時
の
藩
主
は
松
平
家
第
九
代
「
忠た
だ

堯た
か

」
で

あ
り
、
祖
父
「
忠た
だ

翼す
け

」
が
、
１
８
１
３
年
、

桑
名
に
創
設
し
た
藩
校
の
再
建
に
腐
心
し
ま

し
た
が
、
財
政
難
も
あ
っ
て
移
封
後
12
年
の

月
日
を
要
し
ま
し
た
。

　
天
保
7
年
（
１
８
３
５
年
）
に
城
下
下
荒

井
の
東
照
宮
の
東
に
完
成
し
た
「
進
脩
館
」

に
は
、「
芳
川
波
山
」
が
藩
儒
（
学
頭
）
に

な
り
ま
し
た
。
芳
川
波
山
は
、
昌
平
黌
祭
酒

大
学
頭
林
述
斎
の
推
薦
を
受
け
て
藩
儒
と
な

り
、
忍
藩
の
士
籍
に
入
る
こ
と
が
許
さ
れ
た

人
で
、
教
学
の
本
旨
は
「
朱
子
学
」
で
あ
り

ま
し
た
。

　
公
益
財
団
法
人
忍
郷
友
会
で
は
、
芳
川
波

山
の
偉
業
を
顕
彰
す
る
た
め
に
早
稲
田
大
学

村
山
吉
廣
名
誉
教
授
に
お
願
い
し
て
「
芳
川

波
山
の
生
涯
と
詩
業
」
と
い
う
書
籍
を
発
行

し
て
い
ま
す
。

　
平
成
10
年
に
行
田
市
内
の
高
等
学
校
が

統
合
さ
れ
た
折
に
藩
校
名
を
冠
し
て
、「
埼

玉
県
立
行
田
進
脩
館
高
等
学
校
」（
現
在
は

「
埼
玉
県
立
進
脩
館
高
等
学
校
」）
が
設
立
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。

　
藩
校
進
脩
館
で
は
、「
修
身
、
斉
国
、
治

国
、
平
天
下
の
道
」
を
教
え
、「
人
の
道
」

の
教
育
に
よ
り
、
そ
の
折
の
指
導
者
（
リ
ー

ダ
ー
）
を
育
て
る
「
英
才
教
育
」
を
実
施
し

て
お
り
、
明
治
維
新
後
は
埼
玉
県
内
の
教
育

界
に
進
出
す
る
人
材
を
輩
出
し
て
い
た
よ
う

で
、「
埼
玉
師
範
学
校
」
で
は
「
忍
師
範
」

と
云
わ
れ
た
よ
う
で
す
。

　
古
典
や
歴
史
を
学
び
、「
何
を
す
る
べ
き

か
」
を
選
択
で
き
る
リ
ー
ダ
ー
を
育
て
、

様
々
な
事
態
に
対
処
し
、
立
ち
向
か
う
こ
と

の
出
来
る
人
が
、
今
渇
望
さ
れ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

　
藩
校
の
教
育
は
、そ
の
折
の
「
リ
ー
ダ
ー
」

を
育
て
る
「
エ
リ
ー
ト
教
育
」
と
も
云
え

る
こ
と
か
ら
、
今
の
社
会
に
も
「
心
の
教

育
」
が
必
要
と
考
え
る
次
第
で
す
。
忍
郷
友

会
は
、
自
ら
が
出
来
る
範
囲
の
こ
と
を
実
施

し
た
い
と
思
っ
て
お
り
、
一
燈
照
隅
の
思
い

で
は
あ
り
ま
す
が
、
20
年
後
の
未
来
の
日
本

を
背
負
う
世
代
（
小
学
生
を
中
心
）
に
素
読

教
室
を
開
講
し
た
り
、
行
田
市
民
を
対
象
と

す
る
「
古
典
の
講
座
（
四
書
を
中
心
）」
を

開
講
し
て
い
ま
す
。
こ
の
様
な
不
断
の
努
力

は
、
今
後
共
継
続
し
て
進
め
て
参
り
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　
藩
校
の
教
育
か
ら
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と

に
思
い
を
致
し
て
い
ま
す
。

「
違
い
が
判
る
」	

―	

「
出
逢
い
と
思
い
遣
り
」

　
人
は
全
て
「
違
う
」
と
い
う
こ
と
が
、
人

間
関
係
の
原
点
に
あ
り
ま
す
。
違
い
は
、
居

住
す
る
場
所
や
生
活
環
境
（
国
、
社
会
、
家

庭
、
人
種
、
言
語
、
風
土
、
文
化
、
等
）
か

ら
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
を
理
解
し
た
上
で
の
関
係
構
築
は
、

国
内
外
を
問
わ
ず
対
外
活
動
に
お
い
て
の
不

可
欠
な
要
素
と
思
っ
て
い
ま
す
し
、
私
の
多

年
に
亘
る
海
外
生
活
の
経
験
で
も
、
こ
の
様

な
考
え
方
が
大
い
に
役
に
立
ち
ま
し
た
。

　
出
逢
い
と
思
い
遣
り
は
、「
距
離
」
と
置

き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ま
す
。
自

ら
を
中
心
と
し
た
同
心
円
が
あ
っ
て
、
そ
こ

か
ら
出
逢
い
が
生
じ
る
と
い
う
訳
で
す
。

　
生
ま
れ
て
初
め
て
の
出
逢
い
は
、
恐
ら
く

ほ
と
ん
ど
の
方
が
「
両
親
」
で
あ
り
「
家

族
」
で
し
ょ
う
。
肉
親
の
外
側
に
「
社
会
」
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が
あ
っ
て
、「
友
達
」、「
先
生
」、「
会
社
」、

「
国
」、「
世
界
」
が
広
が
っ
て
行
き
ま
す
。

　
出
逢
う
こ
と
が
起
点
と
な
り
、
思
い
遣
り

が
始
ま
り
ま
す
。
出
逢
い
の
関
係
が
近
い
ほ

ど
思
い
遣
り
も
深
ま
る
訳
で
す
。
思
い
遣
り

に
は
、「
時
間
」
と
「
余
裕
」
を
作
る
こ
と

も
重
要
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
留
意
点
は
、「
自
主
的
」
か
「
受
動
的
」

か
で
す
。「
何
の
た
め
に
生
ま
れ
た
か
」
で

は
な
く
、「
何
を
し
て
生
き
る
か
」
に
思
い

を
馳
せ
、
そ
の
た
め
に
出
逢
い
を
楽
し
み
、

思
い
遣
り
を
学
ん
で
行
き
た
い
も
の
で
す
。

　
人
と
し
て
「
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
」
を

学
ぶ
こ
と
、
教
え
る
こ
と
も
重
要
で
あ
り
、

少
な
く
と
も
自
ら
の
出
逢
い
の
範
囲
で
可
能

な
限
り
の
こ
と
を
実
践
し
た
い
も
の
で
す
。

「
躾
け
」、「
心
掛
け
」
な
ど
も
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
事
柄
と
考
え
ま
す
。

「
正
し
い
歴
史
（
日
本
史
と
世
界
史
）

を
学
び
、
日
本
人
と
し
て
の
誇
り

を
持
つ
」

　
私
た
ち
日
本
人
の
祖
先
は
、
勤
勉
、
正

直
、
謙
虚
、
素
直
、
感
謝
と
い
っ
た
徳
目
を

大
事
に
し
て
、
時
代
を
過
ご
し
て
き
た
人
々

で
す
。
美
し
い
郷
土
と
郷
土
愛
、
人
の
道
の

教
え
を
中
心
と
し
た
豊
か
な
営
み
を
続
け
て

い
た
の
で
、
２
６
０
年
余
の
時
代
が
続
い
た

訳
で
あ
り
、
日
本
人
が
育
ん
で
き
た
美
質
に

よ
る
も
の
と
云
え
ま
す
。

　
こ
の
様
な
教
育
や
誇
る
べ
き
日
本
人
の
美

質
は
取
り
戻
し
た
い
も
の
で
す
。
そ
の
た
め

の
教
育
は
重
要
で
す
。
藩
校
や
寺
子
屋
で
行

わ
れ
た
教
育
が
日
本
を
救
っ
た
実
例
を
紹
介

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　
１
９
４
５
年
に
実
施
さ
れ
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の

「
識
字
率
テ
ス
ト
」
の
結
果
は
驚
嘆
に
値
す

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
お
蔭
も
あ
っ
て
、
第

二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
は
、「
ロ
ー
マ
字

化
」
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
聞
い
て
い

ま
す
。
15
歳
か
ら
60
歳
の
不
特
定
な
人
々

「
１
７
，
０
０
０
人
」
に
対
し
て
行
わ
れ
た

テ
ス
ト
に
お
い
て
、
問
題
が
読
め
な
か
っ
た

人
は
「
3
％
」、
正
解
が
で
き
な
か
っ
た
人

は
「
27
％
」
と
い
う
こ
と
で
、
当
時
の
欧
米

で
は
考
え
ら
れ
な
い
高
水
準
の
識
字
率
で

あ
っ
た
の
で
、「
ロ
ー
マ
字
化
」
の
法
令
は

「
廃
案
」
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
世
界
大
戦
後
の
占
領
政
策
「
戦
争
罪
悪
感

の
植
え
付
け
」
も
違
っ
た
意
味
で
見
直
し
が

必
要
と
思
い
ま
す
。

　
江
藤
淳
氏
の
著
書
「
失
わ
れ
た
言
語
空

間
」
に
待
つ
ま
で
も
な
く
、
戦
後
処
理
に
お

い
て
失
っ
た
も
の
が
あ
る
と
み
て
い
ま
す
。

　
決
し
て
戦
争
に
賛
成
す
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
日
本
人
の
精
神
、
美
徳
や
恥
を

知
る
豊
か
な
心
情
は
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
う
次
第
で
す
。
そ
の
た
め
に
も

「
正
し
い
歴
史
教
育
」
を
行
い
、「
心
の
教

育
」
や
「
藩
校
教
育
」
の
精
神
を
伝
え
、
実

践
を
通
じ
て
そ
の
基
本
を
活
か
す
こ
と
が
望

ま
れ
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

　
具
体
策
に
関
し
て
は
、
藩
校
関
係
者
が
連

携
し
て
意
見
交
換
・
協
議
を
行
い
、
英
知
を

集
め
て
実
施
可
能
な
こ
と
を
見
付
け
て
行
け

ば
宜
し
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
皆
様
の
ご

忌
憚
の
な
い
ご
意
見
・
お
考
え
を
お
寄
せ
下

さ
い
。
継
続
的
な
活
動
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

皆
様
へ

　
今
の
世
の
中
は
、
デ
ジ
タ
ル
機
器
類
の
お

蔭
で
大
変
便
利
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
人
々

は
デ
ジ
タ
ル
に
追
わ
れ
た
り
、
使
わ
れ
て
は

い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
デ
ジ
タ
ル
は
道
具
、

デ
ジ
タ
ル
は
情
報
。
道
具
や
情
報
を
使
う
の

は
、
人
で
あ
り
、
ア
ナ
ロ
グ
思
考
で
あ
り
ま

す
。
道
具
や
情
報
だ
け
で
は
、
何
も
産
み
出

し
て
く
れ
な
い
と
理
解
す
べ
き
と
思
う
次
第

で
す
。

　
自
主
性
の
あ
る
思
考
で
、
何
を
す
べ
き
か

を
選
択
し
、
時
間
を
作
り
出
し
て
努
力
す
れ

ば
良
い
と
考
え
ま
す
。

　
ど
の
様
な
人
に
も
「
初
め
て
」
が
あ
り
ま

す
の
で
、
何
事
に
も
挑
戦
を
「
始
め
て
」、

地
域
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
に
努
め
た
い
も

の
で
あ
り
ま
す
。
始
め
る
の
に
遅
過
ぎ
る
こ

と
は
な
い
と
信
じ
て
い
ま
す
。

　
皆
様
と
の
今
回
の
「
出
逢
い
」
は
、
明
日

以
後
の
「
思
い
遣
り
」
に
繋
が
り
ま
す
。

　
本
稿
の
結
び
に
、
好
き
な
言
葉
を
「
四

つ
」
以
下
の
通
り
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

　
一
つ
目
は
「
志
」。
志
を
高
く
持
つ
こ
と
。

自
分
を
そ
し
て
家
庭
を
、
地
域
を
、
国
を
高

め
る
こ
と
。

　
二
番
目
が
「
愛
」。
愛
は
自
ら
作
る
も
の
。

愛
は
活
力
の
源
。

　
三
番
目
が
「
学
び
」。
昔
に
学
ぶ
、
今
に

学
ぶ
、
本
に
学
ぶ
、
他
人
に
学
ぶ
。
積
極
的

に
学
び
の
場
を
作
る
こ
と
。

　
そ
し
て
最
後
が
「
感
謝
」
で
す
。
感
謝
の

気
持
ち
が
有
れ
ば
、
幸
せ
に
な
れ
ま
す
。

　
よ
う
こ
そ
行
田
に
い
ら
し
て
下
さ
い
ま
し

た
。
そ
し
て
、
ご
一
緒
し
て
頂
き
ま
し
て
、

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
も
、
ど
う
ぞ
宜
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。
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は
じ
め
に

　
忍
藩
の
藩
校
進
脩
館
や
培
根
堂
で
学
問
を

修
め
た
人
々
か
ら
、
幕
末
の
難
局
を
切
り
開

き
新
時
代
へ
の
舵
取
り
に
功
績
の
あ
っ
た
人

物
や
近
代
社
会
に
お
い
て
政
治
、
経
済
、
教

育
、
文
化
を
は
じ
め
と
す
る
各
分
野
で
活
躍

す
る
人
材
が
輩
出
さ
れ
た
。
そ
の
中
か
ら
抜

群
の
人
物
五
人
を
取
り
上
げ
、
紹
介
す
る
。

一
　
忍
城
下
を
戦
火
か
ら
守
っ
た
男	

	

岸
嘉
右
衛
門

　
本
姓
は
加
藤
氏
で
家
禄
は
二
百
五
十
石
。

幼
少
か
ら
頴
悟
で
、
藩
校
の
中
原
清
蔵
、
藤

井
領
平
に
師
事
し
た
。
十
八
歳
で
物
頭
、

二
十
二
歳
で
御
小
姓
頭
と
な
り
、
次
い
で
参

政
と
な
っ
た
。
慶
応
四
年
正
月
、
鳥
羽
伏
見

の
戦
い
に
敗
れ
て
、
忠
誠
公
が
紀
伊
に
逃
れ

た
際
に
は
、
八
方
斡
旋
に
努
め
、
賞
詞
を
受

け
た
。
討
幕
の
官
軍
が
下
る
と
、
藩
論
は
勤

王
の
忠
国
公
派
と
佐
幕
の
忠
誠
公
派
と
に
割

れ
た
が
、
嘉
右
衛
門
は
数
々
建
議
し
、
両
公

に
説
い
て
勤
王
へ
統
一
す
る
事
に
成
功
し

た
。
慶
応
四
年
三
月
幕
府
脱
走
兵
が
城
下
に

押
し
か
け
た
節
に
は
、
官
軍
が
幕
府
脱
走
兵

を
匿
う
忍
藩
の
態
度
を
疑
っ
て
、
攻
撃
あ
る

の
み
と
激
昂
し
た
た
め
、
嘉
右
衛
門
は
久
河

道
伯
に
諭
さ
せ
て
脱
走
兵
を
還
さ
せ
た
。
三

月
十
一
日
官
軍
が
城
下
に
至
る
と
、
参
謀
楢

崎
頼
三
ら
を
忠
誠
公
の
病
床
に
導
き
、
談
判

が
成
立
す
る
や
、
誓
書
を
提
出
し
、
軍
糧

三
千
俵
を
輸
し
、
兵
二
小
隊
を
板
橋
駅
に
出

す
事
を
約
し
た
。
奥
羽
戦
争
平
定
後
、
軍
事

総
裁
、
次
い
で
忍
藩
権
大
参
事
に
任
命
さ
れ

た
。
の
ち
に
楢
崎
の
推
挙
に
よ
っ
て
集
議
院

公
議
人
（
貢
士
）
と
な
り
、
楢
崎
の
ほ
か
、

桂
太
郎
と
も
深
く
交
わ
っ
た
。
明
治
三
年
七

月
十
八
日
、
下
谷
三
味
線
堀
藩
邸
に
お
い
て

病
に
罹
り
没
す
。
享
年
三
十
六
歳
。
駒
込
千

駄
木
町
専
念
寺
に
葬
る
。

二
　
埼
玉
県
の
教
育
近
代
化
に
尽
力	

	

川
島
　
浩

　
埼
玉
郡
須
賀
村
の
豪
農
の
子
と
し
て
天
保

七
年
七
月
二
十
日
に
生
ま
れ
る
。
始
め
忍
藩

儒
芳
川
波
山
に
就
き
、
さ
ら
に
、
藤
森
弘
庵

に
詩
文
経
学
を
、
大
沼
枕
山
に
漢
詩
を
学
ん

で
楳
坪
と
号
し
た
。
明
治
の
初
め
、
蚕
種
製

造
に
志
し
て
改
良
と
工
夫
を
重
ね
、
生
糸
の

海
外
輸
出
が
起
る
と
、
製
品
改
善
の
た
め
蚕

種
製
造
業
者
の
組
織
化
を
図
り
、
推
さ
れ
て

大
総
代
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
県
令
白
根
多
助

に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
明
治
八
年

三
月
埼
玉
県
第
十
四
区
区
長
、
六
月
埼
玉
県

立
学
校
監
事
に
補
さ
れ
た
。
九
月
、
埼
玉
県

学
務
課
専
務
と
な
り
、
累
進
し
て
十
二
年
十

月
第
二
代
埼
玉
県
学
務
課
長
に
就
任
し
た
。

在
職
中
、「
修
身
叢
語
」
を
編
纂
し
、
道
徳

の
昂
揚
に
務
め
、
教
科
書
を
著
し
、
埼
玉
県

の
教
育
近
代
化
に
貢
献
し
た
。
明
治
十
九
年

八
月
、
選
ば
れ
て
北
・
中
葛
飾
郡
長
に
任
用

さ
れ
て
活
躍
し
た
が
、
二
十
二
年
冬
、
病
の

た
め
帰
郷
し
、
盲
目
の
母
に
孝
養
を
尽
く
し

た
。
晩
年
は
胃
癌
を
病
み
、
二
十
四
年
五
月

二
十
五
日
、
五
十
七
歳
で
歿
し
た
。

三
　
下
級
武
士
か
ら
異
数
の
栄
達	

	

久
保
村
活
三

　
天
保
十
四
年
三
月
二
十
五
日
下
級
藩
士
の

子
と
し
て
勢
州
大
矢
知
陣
屋
に
生
れ
た
。
家

禄
は
四
石
二
人
扶
持
で
あ
っ
た
。
の
ち
、
忍

に
戻
り
、
房
州
北
條
の
陣
屋
、
秩
父
の
陣
屋

に
移
っ
た
。
慶
応
四
年
二
月
に
起
っ
た
清
雲

寺
事
件
に
お
い
て
、
組
窪
村
治
三
郎
が
少
々

手
疵
を
負
い
引
き
返
し
た
と
「
割
役
御
用
日

記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
久
保
村

活
三
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
明
治
維
新
の
際
、

官
軍
に
従
っ
て
白
河
に
出
陣
し
、
さ
ら
に
山

田
志
馬
に
随
っ
て
江
戸
警
備
に
任
じ
た
。
明

治
三
年
六
月
、
抜
擢
さ
れ
て
忍
藩
権
少
属
と

進
脩
館
か
ら
羽
ば
た
い
た
人
材

 

忍
郷
友
会
会
員
・
埼
玉
県
教
育
委
員
会 

生
涯
学
習
文
化
財
課 

主
幹
　
若
松�

良
一



17 進脩館から羽ばたいた人材

な
り
、
四
年
十
二
月
、
埼
玉
県
官
に
転
じ
、

聴
訟
課
勤
務
を
命
じ
ら
れ
た
。
五
年
八
月
、

司
法
省
十
四
等
出
仕
埼
玉
裁
判
所
出
勤
と
な

り
、
十
三
年
八
月
判
事
に
進
む
。
十
五
年
五

月
、
埼
玉
県
警
部
に
転
じ
、
同
年
八
月
、
福

岡
県
警
部
長
（
奏
任
官
八
等
相
当
）
に
栄
転

し
た
。
そ
の
後
、
鳥
取
、
鹿
児
島
、
新
潟
の

警
部
長
を
歴
任
し
て
、
二
十
七
年
に
は
島
根

県
書
記
官
内
務
部
長
に
昇
任
し
た
。
在
職

中
、
知
事
武
井
守
正
に
最
も
信
任
さ
れ
た
こ

と
が
縁
で
、
株
式
会
社
鳥
羽
造
船
所
の
社
長

と
な
っ
た
。
四
十
四
年
三
月
二
十
一
日
没
。

年
六
十
九
。
鳥
羽
の
常
安
寺
に
葬
っ
た
。
貧

苦
の
中
に
育
っ
た
た
め
、
他
人
へ
の
同
情
心

が
厚
く
、
福
岡
県
警
部
長
の
時
に
は
、
部
落

開
放
に
尽
力
し
た
。

四
　
進
脩
館
の
神
童
か
ら
名
物
町
長
へ	

	

古
市
直
之
進

　
嘉
永
五
年
十
月
二
十
一
日
忍
藩
士
八
百
太

郎
の
子
と
し
て
矢
場
に
生
れ
た
。
家
禄
は

百
石
。
幼
く
し
て
進
脩
館
の
神
童
と
言
わ

れ
、
助
教
を
経
て
、
慶
応
四
年
六
月
漢
学
三

等
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
廃
藩
後
は
荒
井
学

校
の
指
導
的
地
位
に
あ
っ
た
が
、
六
年
五
月

に
幸
手
学
校
三
等
教
授
に
転
任
し
、
さ
ら
に

熊
谷
県
の
暢
発
学
校
九
等
教
授
、
群
馬
県
師

範
学
校
準
四
等
教
師
と
な
る
。
十
五
年
二
月

北
埼
玉
郡
補
欠
選
挙
で
第
二
回
埼
玉
県
会
議

員
と
な
り
、
一
期
を
務
め
た
。
所
属
は
自
由

党
で
、
全
議
員
三
十
九
名
中
唯
一
の
士
族
で

あ
っ
た
。
十
六
年
埼
玉
県
の
自
由
党
員
が
東

京
か
ら
植
木
枝
盛
な
ど
の
弁
士
を
招
い
て
政

談
演
説
会
を
開
い
た
際
、
佐
間
の
清
善
寺
に

お
い
て
演
説
を
行
っ
た
。

　
十
八
年
五
月
、
当
時
教
育
の
行
き
届
い
て

い
な
か
っ
た
島
根
県
隠
岐
島
へ
小
学
教
員
講

習
所
教
師
と
し
て
赴
任
し
た
。
二
十
四
年
三

月
、
忍
町
長
に
就
任
し
、
三
十
三
年
四
月
ま

で
勤
続
し
た
。
忍
は
士
農
工
商
が
一
団
と

な
っ
て
居
住
し
て
お
り
、
利
害
対
立
が
あ
っ

て
統
治
が
困
難
で
あ
っ
た
が
、
公
平
無
私
の

態
度
で
万
般
を
処
理
し
、
難
局
を
切
り
開
い

た
。
退
職
後
、
忍
馬
車
鉄
道
の
社
長
を
経

て
、
三
十
六
年
か
ら
静
岡
県
小
笠
郡
佐
倉
村

臨
時
村
長
、
四
十
四
年
九
月
か
ら
掛
川
町
有

給
町
長
を
勤
め
た
。
大
正
二
年
十
月
忍
町
に

帰
る
と
、
再
び
忍
町
長
に
推
さ
れ
、
十
年
十

月
ま
で
在
職
し
た
。
町
長
辞
職
後
は
ポ
プ

ラ･

ク
ロ
ー
バ
ー･

種
無
し
柿
な
ど
多
く
の

草
木
を
町
に
植
え
る
こ
と
を
広
め
た
り
、
養

豚
、
食
用
蛙
の
養
殖
を
振
興
し
た
。
著
書
に

「
忍
藩
校
進
脩
館
沿
革
略
記
」
が
あ
る
。
肺

炎
に
罹
っ
て
静
養
中
、
昭
和
二
年
二
月
十
九

日
に
卒
し
た
。
享
年
七
十
六
。
町
葬
で
持
田

の
桃
林
寺
に
葬
る
。

五
　
帝
室
技
芸
員
と
な
っ
た
写
真
家	

	

小
川
一
真

　
万
延
元
年
八
月
十
五
日
、
下
級
藩
士
原
田

庄
左
衛
門
の
二
男
と
し
て
生
れ
、
四
歳
の

時
、
小
川
右
太
郎
の
養
嗣
子
と
な
る
。
幼
少

時
、
培
根
堂
に
学
び
、
明
治
六
年
十
四
歳
の

時
、
上
京
し
て
有
馬
学
校
で
イ
ギ
リ
ス
人
に

写
真
を
学
ん
だ
。
十
三
年
築
地
の
バ
ラ
ー
学

校
で
英
語
を
習
得
。
十
五
年
七
月
写
真
術
を

学
ぶ
た
め
に
渡
米
、
ボ
ス
ト
ン
の
ハ
ウ
ス

テ
ィ
ン
グ
写
真
館
で
写
真
技
術
と
コ
ロ
タ
イ

プ
印
刷
術
を
修
め
て
、
明
治
十
七
年
一
月
に

帰
国
し
た
。
十
八
年
飯
田
町
に
玉
潤
館
と
い

う
写
真
店
を
開
き
、
二
十
一
年
日
本
初
の

コ
ロ
タ
イ
プ
写
真
製
版
・
印
刷
を
始
め
る
。

二
十
二
年
京
橋
日
吉
町
に
移
転
し
て
、
小
川

写
真
製
版
所
と
改
名
。
同
年
か
ら
宝
物
取

調
局
の
委
嘱
で
古
社
寺
と
宝
物
を
撮
影
し

た
。
ま
た
、
湿
板
法
に
よ
る
皆
既
日
蝕
撮
影

に
成
功
し
た
り
、
清
国
万
寿
山
離
宮
を
撮
影

し
た
り
し
て
名
声
を
高
め
た
。
さ
ら
に
、
雑

誌
『
写
真
新
報
』
を
発
行
す
る
と
と
も
に
、

岡
倉
天
心
と
国
華
社
を
結
ん
で
、
雑
誌
『
国

華
』
を
発
行
し
、
日
本
美
術
を
内
外
に
紹
介

し
た
。
二
十
八
年
、
再
渡
米
し
て
技
術
を

学
び
、
帰
国
後
は
宮
内
省
御
用
係
と
な
り
、

四
十
三
年
帝
室
技
芸
員
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
昭

和
四
年
九
月
六
日
没
、
行
年
七
十
。

　
こ
の
ほ
か
、
元
京
都
御
留
守
居
役
で
廃
藩

後
に
代
言
人
と
な
っ
て
白
根
県
令
の
訴
訟
代

理
人
を
務
め
、
大
岡
育
造
（
の
ち
に
文
部
大

臣
）
と
の
示
談
を
成
立
さ
せ
た
佐
藤
坤
蔵
。

芳
川
波
山
の
実
子
で
洋
学
を
修
め
、
外
務
省

翻
訳
課
に
勤
務
し
、
寄
席
の
経
営
や
文
筆
活

動
で
も
活
躍
し
た
芳
川
春
涛
。
洋
学
館
の
元

教
授
で
、
イ
エ
ー
ル
大
学
へ
留
学
し
て
法
学

博
士
と
な
り
、
東
京
代
言
人
組
合
副
会
長
に

選
ば
れ
た
沢
田
俊
三
。
藩
校
の
数
学
助
教
か

ら
文
部
次
官
に
進
み
、
三
十
四
銀
行
（
の
ち

に
三
和
銀
行
を
経
て
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
に
合

併
）
の
頭
取
と
な
っ
た
関
西
財
界
の
重
鎮
小

山
健
三
な
ど
、
逸
材
が
数
多
生
れ
た
。

　
な
お
、
忍
藩
士
の
子
と
し
て
明
治
以
降
に

出
生
し
た
俊
秀
に
、
教
師
を
務
め
た
の
ち
に

忍
町
北
谷
信
用
組
合
を
創
立
し
て
、
信
用
金

庫
大
手
の
埼
玉
縣
信
用
金
庫
に
発
展
さ
せ
た

村
上
義
之
助
、
北
埼
玉
郡
役
所
の
給
仕
か
ら

苦
学
の
末
、
司
法
試
験
に
合
格
し
、
検
事
総

長
・
大
審
院
長
・
司
法
大
臣
を
歴
任
し
た
林

頼
三
郎
な
ど
が
あ
る
。

　
主
な
引
用
文
献

忍
の
行
田
・
行
田
史
譚
・
埼
玉
県
史
・
埼
玉
県

議
会
史
・
行
田
市
史
・
埼
玉
人
物
事
典
・
埼
玉

県
人
物
志
・
埼
玉
県
史
料
叢
書
・
熊
谷
史
話
・

明
治
八
年
士
族
明
細
帳
・
四
日
市
市
史
・
埼

玉
県
行
政
史
・
埼
玉
県
史
提
要
・
県
官
履
歴
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①
藩
校
と
は

　
藩
校
と
は
、
江
戸
時
代
に
各
地
の
藩
が
藩

士
の
子
弟
の
教
育
の
た
め
に
設
立
し
た
教

育
機
関
の
こ
と
で
す
。
藩
士
は
、
藩
の
体
制

を
支
え
る
と
と
も
に
、
領
地
を
治
め
る
た
め

の
実
務
を
担
い
ま
す
の
で
、
授
業
内
容
は
主

に
漢
学
に
よ
っ
て
統
治
者
と
し
て
必
要
な

政
治
倫
理
な
ど
の
人
間
教
養
を
修
得
し
た

他
、
医
学
や
洋
学
、
兵
学
な
ど
の
実
学
も
学

び
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
前
期
か
ら
藩
校
を
置
く
藩
も
あ

り
ま
し
た
が
、
多
く
の
藩
で
設
置
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
の
は
江
戸
時
代
半
ば
を
過
ぎ
て
か

ら
で
す
。
藩
政
改
革
を
進
め
て
い
く
中
で
、

藩
政
を
担
う
優
秀
な
人
材
の
育
成
が
必
要
と

な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
時
期
に
は
、
米
沢
藩

の
興
譲
館
や
白
河
藩
の
立
教
館
、
庄
内
藩
の

致
道
館
な
ど
、
現
在
も
そ
の
名
を
広
く
知
ら

れ
た
藩
校
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
江

戸
時
代
後
期
以
降
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
藩
で

藩
校
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
を
通

じ
て
設
置
さ
れ
た
数
は
一
説
に
は
二
五
五
校

と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
藩
校
は
藩
主
で
あ
る
大
名
家
の
も
と
に

設
置
さ
れ
ま
す
の
で
、
転
封
に
よ
っ
て
藩
主

が
別
の
大
名
家
に
替
わ
れ
ば
、
藩
校
も
新
し

い
大
名
家
の
も
と
で
別
の
学
校
が
設
置
さ

れ
ま
す
。

②
桑
名
藩
校
進
脩
館
の
設
立

　
忍
藩
校
進
脩
館
の
前
身
は
、
桑
名
藩
主
松

平
下
総
守
家
が
設
立
し
た
桑
名
藩
校
進
脩
館

で
す
。
桑
名
藩
で
は
文
化
七
年（
一
八
一
〇
）

に
藩
儒
平
井
澹
所
の
建
言
に
よ
り
藩
士
教
育

の
た
め
の
学
校
を
設
立
し
ま
し
た
。
開
校
当

初
は
小
規
模
な
学
校
だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、

同
十
年
（
一
八
一
三
）
に
整
備
を
進
め
、
進

脩
、
医
学
、
兵
学
の
三
館
が
設
置
さ
れ
ま
し

た
。
進
脩
館
の
名
の
由
来
は
、
易
教
の
「
君

子
は
徳
に
進
み
業
を
修
め
時
に
及
ば
ん
と
欲

す
る
な
り
」
か
ら
採
ら
れ
、
幕
府
の
儒
官
林

述
斎
の
子
、
檉
宇
が
書
い
た
扁
額
が
掲
げ
ら

れ
ま
し
た
。
教
授
は
平
井
が
勤
め
ま
し
た

が
、
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
に
死
去
し
た

た
め
、
代
わ
っ
て
藩
士
の
奥
平
玄
甫
が
勤
め

ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
桑
名
藩
主
松
平
下
総
守
家
は

藩
校
の
も
と
で
藩
士
教
育
を
進
め
て
い
た
の

で
す
が
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
の
三
方

領
知
替
え
に
よ
り
大
き
な
転
機
を
迎
え
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

③
忍
へ
の
転
封
と
芳
川
波
山
の
登
用

　
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
三
月
、
桑
名
藩

主
松
平
忠
堯
は
武
蔵
国
忍
へ
転
封
を
命
じ
ら

れ
、
こ
れ
に
よ
り
桑
名
藩
校
進
脩
館
の
歴
史

は
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。
忍
へ
転
封
と
な
っ
た

忠
堯
は
藩
校
設
置
を
目
指
し
ま
し
た
が
、
転

封
に
よ
る
莫
大
な
費
用
が
藩
の
財
政
を
圧
迫

忍
藩
の
藩
校
に
つ
い
て
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し
た
こ
と
も
あ
り
、
設
置
は
な
か
な
か
進
み

ま
せ
ん
で
し
た
。

　
ま
た
、
教
官
を
勤
め
た
奥
平
玄
甫
が
そ
の

任
を
解
か
れ
た
た
め
、
新
た
に
教
官
を
探
す

必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
藩
主
忠
堯
は
転
封
の

翌
年
、
当
時
名
声
の
高
か
っ
た
近
藤
棠
軒
を

藩
儒
と
し
て
招
き
ま
し
た
が
、
翌
年
に
急
逝

し
ま
し
た
。
そ
こ
で
幕
府
の
儒
官
林
述
斎
に

相
談
し
た
と
こ
ろ
、
推
薦
を
得
て
家
臣
と
し

た
の
が
芳
川
波
山
で
す
。

　
波
山
は
、
常
陸
国
潮
来
（
茨
城
県
潮
来

市
）
の
出
身
で
、
江
戸
や
長
崎
で
学
ん
だ

後
、
一
時
期
伊
豆
国
下
田
に
因
山
亭
と
い
う

庵
を
構
え
滞
在
し
て
い
ま
し
た
。
江
戸
に

戻
っ
た
後
、
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
に
林

述
斎
の
目
に
と
ま
り
、
松
平
忠
堯
に
仕
え
、

忍
藩
儒
と
な
っ
た
の
で
す
。

④
忍
藩
校
進
脩
館
の
設
立

　
波
山
が
藩
儒
と
な
っ
て
か
ら
も
藩
校
の
設

置
は
な
か
な
か
進
ま
ず
、
波
山
は
忍
城
内
や

自
宅
で
藩
士
に
学
問
を
教
え
て
い
ま
し
た
。

天
保
七
年
（
一
八
三
六
）、
よ
う
や
く
忍
城

内
下
荒
井
に
進
脩
館
の
建
物
が
建
設
さ
れ
ま

し
た
。
前
の
忍
藩
主
阿
部
家
の
時
代
に
は
藩

校
が
な
か
っ
た
た
め
、
進
脩
館
が
忍
藩
で
設

立
さ
れ
た
最
初
の
藩
校
と
な
り
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
阿
部
家
の
家
臣
の
半
数
が
江
戸
詰
め

で
、
国
元
よ
り
は
江
戸
で
学
ぶ
藩
士
が
多

か
っ
た
た
め
、
藩
校
の
成
立
に
至
ら
な
か
っ

た
た
め
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
進
脩
館
の
組
織
は
、
波
山
を
は
じ
め
と
す

る
儒
者
が
二
～
三
人
の
他
、
こ
れ
を
補
佐
す

る
代
講
者
や
長
取
、
助
読
な
ど
の
役
職
が
あ

り
ま
し
た
。
授
業
内
容
は
儒
学
と
軍
学
で
す

が
、
儒
学
は
内
容
を
暗
誦
す
る
素
読
か
ら
始

ま
り
、
勉
強
が
進
む
と
初
学
者
へ
の
指
導
も

担
当
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
進
む

と
会
読
や
輪
読
と
い
っ
て
当
日
抽
選
に
よ
り

講
議
分
担
を
決
め
、
各
自
順
番
に
演
述
し
、

質
疑
応
答
を
し
た
後
に
儒
者
や
長
取
が
出
来

具
合
を
判
定
し
ま
し
た
。

　
軍
学
で
は
三
～
四
尺
の
砂
を
入
れ
た
箱
を

囲
み
、
山
川
を
区
画
し
た
り
城
郭
を
模
写
し

た
り
し
て
、
攻
防
戦
の
形
勢
を
学
び
ま
し

た
。
授
業
開
始
は
午
前
八
時
か
ら
始
ま
り
、

正
午
に
は
終
了
し
た
よ
う
で
す
。
休
日
は
年

末
年
始
の
他
、
毎
月
一
・
十
五
・
二
十
八
日
、

五
節
句
な
ど
で
し
た
。

⑤
新
た
な
学
校
の
設
置

　
江
戸
幕
府
が
倒
れ
明
治
新
政
府
が
成
立
す

る
と
忍
藩
で
も
新
た
な
時
代
に
対
応
す
る
た

め
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
九
月
に
従
来

の
家
老
を
改
め
軍
務
・
会
計
・
刑
法
の
惣
奉

行
を
設
置
す
る
な
ど
、
藩
の
職
制
を
一
新
し

ま
し
た
。
そ
の
中
に
教
育
関
係
の
役
職
と
し

て
洋
学
教
官
・
学
監
・
学
問
所
下
役
が
新
た

に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
併
せ
て
、
培

根
堂
・
国
学
館
・
洋
学
館
の
三
校
が
新
設
さ

れ
ま
し
た
。

　
培
根
堂
は
忍
城
成
田
門
外
の
東
に
あ
っ
た

建
物
二
棟
を
使
用
し
ま
し
た
。
初
学
者
の
教

育
を
目
的
と
し
て
儒
書
の
素
読
や
算
学
、
手

習
い
な
ど
を
教
え
ま
し
た
。
授
業
は
午
前
九

時
か
ら
午
後
三
時
ご
ろ
ま
で
で
、
生
徒
は
控

え
室
で
手
習
い
の
稽
古
を
す
る
と
と
も
に
順

次
教
室
へ
呼
ば
れ
て
素
読
や
算
術
な
ど
を
教

わ
り
ま
し
た
。

　
国
学
館
は
培
根
堂
の
建
物
一
棟
を
使
用
し

て
国
学
を
教
え
ま
し
た
。
洋
学
館
は
沼
橋
曲

輪
内
に
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
新

た
な
学
校
が
設
立
さ
れ
、
明
治
初
期
に
忍
藩

の
教
育
体
制
は
最
も
充
実
し
た
時
期
を
迎
え

ま
し
た
。

⑥
藩
校
の
教
員
た
ち

　
藩
校
で
教
え
た
教
員
に
は
芳
川
波
山
の
他

に
も
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
人
材
が
い
ま
し

た
。
波
山
の
娘
婿
と
な
っ
た
芳
川
襄
斎
は
忍

藩
儒
と
な
り
、
幕
末
ま
で
進
脩
館
で
教
え
ま

し
た
。
波
山
の
末
子
で
あ
る
芳
川
春
濤
は
江

戸
で
蘭
学
を
学
ん
だ
後
、
忍
に
戻
り
職
制
改

革
の
際
に
洋
学
教
官
を
命
じ
ら
れ
、
洋
学
館

開
設
に
力
を
発
揮
し
ま
し
た
。

吉田庸徳肖像写真（行田市郷土博物館所蔵）



20

　
数
学
で
は
、
培
根
堂
の
教
員
と
な
り
「
西

洋
度
量
早
見
」「
洋
算
早
学
」
な
ど
の
算
術

書
を
執
筆
し
た
吉
田
庸
徳
が
い
ま
す
。
青
木

輔
清
は
洋
学
館
の
英
語
教
員
と
な
り
、
明
治

十
五
年
（
一
八
八
二
）
ご
ろ
ま
で
に
「
横
文

字
独
文
学
」
な
ど
数
十
冊
の
著
書
を
執
筆
し

ま
し
た
。
吉
田
と
青
木
の
二
人
は
、
明
治
初

期
の
忍
藩
出
身
の
知
識
人
と
し
て
、
注
目
さ

れ
る
人
物
で
す
。

⑦
藩
校
か
ら
近
代
教
育
へ

　
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
七
月
の
廃
藩
置

県
に
よ
り
忍
藩
は
忍
県
と
な
り
、
同
年
十
一

月
の
府
県
合
同
に
よ
り
岩
槻
県
や
浦
和
県
と

合
併
し
て
埼
玉
県
が
誕
生
し
ま
し
た
。
廃
藩

に
よ
り
藩
校
も
廃
止
と
な
り
ま
す
が
、
藩
が

担
っ
て
い
た
教
育
は
忍
県
や
埼
玉
県
に
引
き

継
が
れ
、
明
治
五
年
の
学
制
発
布
を
経
て
、

近
代
の
初
等
教
育
を
担
う
体
制
が
次
第
に
整

え
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　
忍
城
内
や
武
家
地
に
は
、
藩
校
に
代
わ
っ

て
荒
井
学
校
や
成
田
学
校
・
北
谷
学
校
が
設

立
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
成
田
学
校
は
明

治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
に
廃
止
と
な
り
ま

す
が
、
荒
井
学
校
と
北
谷
学
校
は
同
十
四
年

（
一
八
八
一
）
に
統
合
さ
れ
、
再
び
名
称
を

進
脩
館
と
す
る
学
校
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
学
校
が
同
十
九
年
（
一
八
八
六
）
の
小

学
校
令
に
よ
り
進
脩
館
小
学
校
と
な
り
、
同

二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
に
進
脩
館
尋
常
小

学
校
、
同
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
は
佐

間
尋
常
小
学
校
の
廃
止
・
分
割
に
よ
り
、
忍

進
脩
館
尋
常
小
学
校
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し

て
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
に
生
徒
の
増
加

や
校
舎
の
老
朽
化
の
た
め
に
行
田
尋
常
高
等

小
学
校
と
統
合
し
、
現
在
の
中
央
小
学
校
の

前
身
と
な
る
忍
町
尋
常
高
等
小
学
校
が
広
大

な
忍
沼
を
埋
め
立
て
ら
れ
て
設
立
さ
れ
ま
し

た
。
藩
校
進
脩
館
の
扁
額
も
こ
の
学
校
に
受

け
継
が
れ
、
中
央
小
学
校
を
経
て
、
現
在
は

行
田
市
郷
土
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
忍
藩
に
限
ら
ず
、
全
国
各
地
の
藩
校
で
学

ん
だ
人
々
が
明
治
と
い
う
時
代
の
な
か
で
経

験
や
知
識
を
身
に
つ
け
、
日
本
の
近
代
国
家

を
支
え
る
礎
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　（
本
稿
は
『
市
報
ぎ
ょ
う
だ
』
平
成
二
十
六

年
三
月
号
～
六
月
号
に
掲
載
し
た
も
の
を
加

除
訂
正
し
て
作
製
し
ま
し
た
。）

　
参
考
文
献

埼
玉
県
教
育
委
員
会
編
『
埼
玉
県
教
育
史
　

第
二
巻
』（
一
九
六
九
年
）

大
石
学
編
『
近
世
藩
制
・
藩
校
大
事
典
』

（
吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
六
年
）

村
山
吉
廣
『
忍
藩
儒
芳
川
波
山
の
生
涯
と
詩

業
』（
明
徳
出
版
社 

二
〇
〇
九
年
）

忍藩の藩校について

伝・藩校進脩館表門（旧芳川家表門）
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忍
藩
の
歴
史

　
全
国
的
に
ヒ
ッ
ト
し
た
映
画
「
の
ぼ
う
の

城
」
で
演
じ
ら
れ
た
石
田
三
成
の
水
攻
め
の

よ
う
に
、
忍
城
は
落
城
し
な
か
っ
た
が
結
局

は
開
城
（
天
正
18
年
／
１
５
９
０
年
）
し
成

田
氏
の
支
配
は
終
わ
り
ま
し
た
。

忍
藩
の
成
立
ち

　
覇
者
の
豊
臣
秀
吉
の
死
去
の
結
果
、
天
下

は
徳
川
家
康
に
移
り
ま
し
た
。
天
正
18
年
、

徳
川
家
康
の
入
府
で
家
康
の
四
男
で
幼
年
の

松
平
忠
吉
が
10
万
石
で
忍
城
に
入
り
、
城
番

と
し
て
松
平
家
忠
も
忍
城
に
入
り
ま
し
た
。

松
平
家
忠
は
水
攻
め
で
著
し
く
荒
廃
し
た
忍

城
と
城
下
町
を
修
築
し
、
後
に
下
総
国
に
移

さ
れ
ま
し
た
。

　
若
年
の
忠
吉
は
家
老
小
笠
原
吉
次
の
政
務

代
行
に
よ
り
兵
農
分
離
、
家
臣
団
編
成
、
新

田
開
発
、
利
根
川
の
治
水
工
事
等
を
行
い
ま

し
た
が
慶
長
5
年
関
ケ
原
の
戦
い
に
出
陣
し

武
功
を
あ
げ
尾
張
国
52
万
石
に
加
増
移
封
さ

れ
ま
し
た
。

　
そ
の
後
暫
く
忍
藩
は
廃
さ
れ
て
天
領
と
な

り
、
代
官
の
伊
奈
忠
次
や
大
河
内
久
綱
ら
が

治
め
ま
し
た
。

　
寛
永
10
年
に
老
中
松
平
信
綱
（
久
綱
の

子
）
が
3
万
石
で
入
り
ま
し
た
。
信
綱
は
島

原
の
乱
鎮
圧
に
総
大
将
と
し
て
幕
府
軍
を
率

い
て
出
陣
、
乱
を
鎮
圧
し
、
寛
永
16
年
に
は

そ
の
武
功
に
よ
り
川
越
藩
6
万
石
に
加
増
移

封
さ
れ
ま
し
た
。

藩
主
阿
部
家
の
時
代

　
代
わ
っ
て
寛
永
16
年
（
１
６
３
９
年
）
松

平
信
綱
と
同
じ
く
徳
川
家
光
の
小
姓
か
ら
後

に
老
中
に
ま
で
栄
進
し
た
阿
部
忠
秋
が
5
万

石
で
壬
生
か
ら
入
り
ま
し
た
。

　
信
綱
、
忠
秋
が
相
次
い
で
老
中
に
就
任
し

た
結
果
、
忍
藩
は
「
老
中
の
藩
」
と
し
て
政

治
的
、
軍
事
的
に
も
幕
府
の
重
要
拠
点
と
し

て
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
忠
秋
は
そ
の
後
何
度
か
加
増
さ
れ
8
万
石

を
領
す
る
大
名
に
な
り
ま
し
た
。
忠
秋
は
三

代
将
軍
家
光
の
信
任
も
厚
く
四
代
将
軍
家
綱

の
老
中
も
務
め
四
代
正
武
は
五
代
将
軍
綱
吉

の
下
で
老
中
を
務
め
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
事
情
に
よ
り
阿
部
家
は
譜
代
大

名
と
し
て
の
性
格
が
方
向
づ
け
ら
れ
、
近
隣

他
藩
か
ら
の
老
中
就
任
者
が
い
な
く
な
っ
た

こ
と
も
あ
っ
て
、
武
蔵
国
の
譜
代
藩
の
役
割

を
最
も
長
く
持
ち
続
け
た
大
名
家
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

　
阿
部
氏
は
忠
秋
の
後
正ま
さ

能よ
し

、
正ま

さ

武た
け

、
正ま

さ

喬た
か

、
正ま

さ

允ち
か

、
正ま

さ

敏と
し

、
正ま

さ

識つ
ね

、
正ま

さ

由よ
り

、
正ま

さ

権の
り

の

9
代
１
８
４
年
間
に
亘
り
忍
藩
主
を
務
め
、

文
政
6
年
（
１
８
２
３
年
）
ま
さ
か
の
幕
府

の
三
方
領
知
替
え
政
策
に
よ
り
正
権
の
時
奥

州
白
河
藩
へ
移
封
と
な
り
ま
し
た
。
当
時
は

10
万
石
で
し
た
。

　
こ
の
間
歴
代
藩
主
は
、
5
人
が
幕
府
老
中

を
務
め
た
ほ
か
京
都
所
司
代
、
大
坂
城
代
等

の
要
職
を
歴
任
し
ま
し
た
。
内
政
面
で
は
忍

城
の
修
復
、
城
下
町
の
整
備
、
家
臣
団
の
規

律
制
定
、
度
々
起
き
た
大
洪
水
対
策
、
浅
間

山
噴
火
と
大
飢
饉
対
策
、
二
度
に
亘
る
藩
内

一
揆
の
鎮
静
化
等
で
藩
財
政
は
度
々
逼
迫
し

て
い
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
こ
の
頃
忍
城
の

忍
藩
と
忍
郷
友
会 

公
益
財
団
法
人 

忍
郷
友
会 

副
会
長
　
渡
邉�

栄
一

忍藩と忍郷友会

忍城跡（現郷土博物館付近）の桜 ・ 大正10年頃
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城
下
町
の
姿
は
今
日
の
旧
市
街
地
の
基
礎
が

略
出
来
あ
が
っ
て
い
ま
し
た
。

藩
主
奥
平
松
平
家
の
時
代

　
代
わ
っ
て
、
文
政
6
年
に
桑
名
よ
り
奥
平

松
平
忠た
だ

堯た
か

（
松
平
家
9
代
）
が
10
万
石
で
入

り
ま
し
た
。
奥
平
松
平
家
の
始
祖
は
徳
川
家

康
の
娘
亀
姫
が
嫁
い
だ
奥
平
信
昌
の
四
男

忠た
だ

明あ
き
らで
す
。
忠
堯
の
時
代
に
藩
校
「
進
脩

館
」
が
忍
に
再
興
さ
れ
ま
し
た
（
天
保
７
年

１
８
３
６
年
）。「
進
脩
館
」
は
松
平
家
第
7

代
当
主
忠た
だ

和と
も

・
第
8
代
当
主
忠た

だ

翼す
け

の
時
代
に

既
に
桑
名
で
企
画
さ
れ
創
設
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

　
藩
校
教
育
の
中
心
は
身
を
清
め
る
教
え
、

自
分
の
心
を
治
め
る
「
修
身
斉
家
治
国
平
天

下
」
の
思
想
で
道
徳
的
な
学
問
で
先
ず
人
間

力
、
道
徳
性
を
育
み
、
そ
の
上
に
文
武
両
道

の
知
識
、
文
芸
、
武
芸
、
歴
史
、
数
学
、
技

術
を
、
後
に
は
蘭
学
、
絵
画
か
ら
外
国
語
ま

で
、
武
士
の
子
弟
を
中
心
に
芳
川
波
山
、
田

中
算さ
ん

翁お
う

、
加
藤
古ひ

さ

風か
ぜ

等
錚
々
た
る
当
代
一
流

の
学
者
が
礼
儀
正
し
く
国
家
社
会
に
役
立
つ

よ
う
に
教
え
て
い
ま
し
た
。

　
そ
の
後
藩
主
は
忠た
だ

彦さ
と

（
松
平
家
10
代
）
か

ら
忠た
だ

国く
に

（
松
平
家
11
代
）
へ
と
替
り
，
忠
国

は
房
総
半
島
沿
岸
警
備
を
任
じ
ら
れ
、
ペ

リ
ー
来
航
後
は
江
戸
湾
お
台
場
の
警
備
な
ど

に
当
た
っ
て
い
ま
し
た
。
一
方
武
蔵
国
に
お

い
て
は
安
政
の
大
地
震
と
大
洪
水
で
領
内
が

大
被
害
を
受
け
た
事
な
ど
に
よ
り
藩
の
財
政

は
常
に
逼
迫
状
態
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

　
慶
応
3
年
の
大
政
奉
還
後
、
藩
主
忠た
だ

誠ざ
ね

（
松
平
家
12
代
）
は
帰
趨
に
迷
っ
た
が
前
藩

主
忠
国
の
登
場
も
あ
っ
て
新
政
府
側
に
与
す

る
こ
と
に
決
し
、
戊
辰
戦
争
に
際
し
忍
藩
は

東
北
に
出
陣
し
ま
し
た
。
明
治
4
年
7
月
の

廃
藩
置
県
で
忍
藩
は
廃
藩
、
代
わ
っ
て
忍
県

が
設
置
さ
れ
ま
し
た
が
4
ヶ
月
後
に
埼
玉
県

が
発
足
統
合
さ
れ
ま
し
た
。
最
後
の
忠た
だ

敬の
り

（
松
平
家
13
代
）
ま
で
５
人
の
藩
主
が
48
年

間
忍
藩
を
統
治
し
ま
し
た
。
最
後
の
禄
高
は

10
万
石
で
し
た
。
こ
の
間
藩
校
進
脩
館
、
藩

学
培
根
堂
、
洋
学
館
、
国
学
館
そ
の
他
の
寺

小
屋
、
私
塾
等
数
多
の
教
育
機
関
で
学
ん
だ

子
弟
は
数
多
く
居
ま
し
た
。
こ
う
し
た
忍
藩

の
教
育
重
視
は
藩
士
の
み
な
ら
ず
や
が
て
北

武
蔵
国
の
住
民
の
生
活
文
化
と
意
識
の
向
上

に
も
良
い
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
に
つ
い

て
、
元
㈶
日
本
立
地
セ
ン
タ
ー
理
事
長
小
島

慶
三
氏
が
そ
の
著
書
「
江
戸
の
産
業
ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま

す
。「
意
識
の
変
化
に
伴
う
農
業
生
産
性
の

向
上
の
ほ
か
第
一
に
知
識
水
準
が
非
常
に
高

く
な
っ
て
い
た
。
第
二
に
宗
教
が
世
俗
化
し

て
き
て
倫
理
的
環
境
が
充
足
し
て
き
た
。
第

三
に
藩
と
村
落
共
同
体
の
結
び
つ
き
が
合
理

的
に
オ
ー
ガ
ナ
イ
ズ
さ
れ
て
き
た
。
第
四
に

忍
藩
の
下
級
武
士
と
農
民
の
上
層
ク
ラ
ス
、

豪
商
な
ど
の
エ
リ
ー
ト
の
主
体
的
な
能
力
が

優
れ
て
き
て
い
て
近
代
化
の
リ
ー
ダ
ー
が
生

ま
れ
て
き
て
い
た
。
等
々
」
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
う
し
た
教
育
を
受
け
た
藩
士
や
各
界
の

エ
リ
ー
ト
た
ち
も
明
治
の
廃
藩
置
県
と
い
う

革
命
に
も
近
い
大
変
革
と
と
も
に
苦
境
に
立

た
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
や
が
て
新
し
い
国

づ
く
り
の
為
に
彼
等
は
必
要
と
さ
れ
、
学
校

教
師
や
公
官
吏
、
足
袋
商
其
の
他
実
業
人
、

農
業
等
官
民
を
問
わ
ず
各
分
野
に
転
出
し
、

特
に
東
京
府
、
埼
玉
県
内
を
中
心
に
し
て
全

国
に
輩
出
し
て
い
き
ま
し
た
。

忍
郷
友
会
の
創
立

　
明
治
38
年
（
１
９
０
５
年
）
10
月
22
日
東

京
向
島
百
花
園
で
第
1
回
の
集
会
が
開
催
さ

れ
、
下
記
の
設
立
主
旨
を
踏
ま
え
て
忍
郷
友

会
が
事
実
上
創
立
発
足
し
ま
し
た
。

　
出
席
し
た
設
立
主
唱
者
に
は
次
の
よ
う
な

方
々
が
居
り
ま
し
た
。
松
平
氏
（
旧
藩
主
末

裔
）、
伊
藤
氏
（
元
入
間
郡
長
）、
林
氏
（
東

京
地
裁
判
事
）、
金
沢
氏
（
医
師
）、
高
木
氏

（
弁
護
士
）、
益
田
氏
（
日
本
画
家
）、
小
林

氏
（
日
本
画
家
）、
江
草
氏
（
有
斐
閣
主
）、

笹
岡
氏
（
会
計
検
査
院
検
査
官
）、
湯
浅
氏

（
早
大
学
生
）、
島
氏
（
日
本
銀
行
員
）
で
い

ず
れ
も
旧
士
族
の
出
身
者
で
あ
り
ま
す
。

　
明
治
38
年
12
月
発
行
の
「
忍
郷
友
会
々

忍藩と忍郷友会

大正10年頃の忍沼（現水城公園はその一部）風景、投網を打つ人

大正11年開通した秩父鉄道、当時谷郷口六つ門近を走る秩父電車



23 忍藩と忍郷友会

報
」
第
一
号
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
本
会
の

設
立
」
目
的
の
中
で
「
士
族
の
ほ
か
忍
に
所

縁
の
一
般
の
人
達
も
参
加
し
て
、
交
流
を
深

め
る
こ
と
と
な
り
、
会
員
相
互
の
親
睦
、
個

人
の
智
徳
の
涵
養
を
目
指
し
な
が
ら
、
最
初

は
東
京
に
遊
学
す
る
忍
の
学
生
の
援
助
を
す

る
等
、
後
継
者
の
育
成
と
郷
土
の
文
化
の
発

展
に
も
意
を
尽
く
し
て
年
月
を
重
ね
て
い
き

ま
す
」
と
あ
り
ま
す
。
後
に
昭
和
13
年
当
会

は
財
団
法
人
に
組
織
変
え
さ
れ
ま
し
た
が
、

初
代
会
長
に
就
任
し
た
林
頼
三
郎
（
司
法
大

臣
、
中
大
総
長
、
創
立
の
主
唱
者
の
一
人
）

は
「
世
上
動
も
す
れ
ば
、
殊
に
最
近
の
風
潮

か
ら
こ
う
い
っ
た
会
を
因
習
に
囚
わ
れ
た
も

の
、
時
代
に
逆
行
す
る
も
の
等
の
批
判
を
加

う
る
向
き
も
あ
り
ま
す
が
、
己
の
故
郷
を
愛

し
、
己
の
住
む
地
の
発
展
を
希
う
の
情
は
人

間
本
来
の
自
然
の
情
で
あ
り
ま
す
」
と
本
会

の
目
的
が
毅
然
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
て
お
り
ま
す
。

　
古
代
ロ
ー
マ
の
哲
学
者
キ
ケ
ロ
は
「
あ
ら

ゆ
る
人
間
愛
の
中
で
、
最
も
重
要
な
の
は
祖

国
愛
で
あ
る
。
祖
国
愛
を
持
つ
に
至
る
出
発

点
は
自
分
の
住
む
町
、
故
郷
を
愛
す
る
こ
と

で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
忍
郷
友
会

の
主
唱
者
を
始
め
其
の
後
の
維
持
発
展
に
尽

く
し
た
人
達
は
、
藩
校
教
育
を
学
ん
だ
か
、

そ
の
子
孫
か
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
人
達
が

多
勢
居
ら
れ
ま
す
。

明
年
創
立
１
１
０
周
年
を
迎
え
ま
す

　
平
成
17
年
10
月
22
日
行
田
市
に
お
い
て
財

団
法
人
忍
郷
友
会
の
創
立
１
０
０
周
年
記
念

式
典
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
来
賓
に
は
埼
玉

県
知
事
上
田
清
司
氏
、
徳
川
宗
家
第
18
代
当

主
徳
川
恒
考
氏
ら
多
数
の
方
が
見
え
ら
れ
盛

大
に
賑
々
し
く
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
記
念
講
演
と
し
て
徳
川
恒
孝
氏
か
ら
「
江

戸
２
５
０
年
の
泰
平
を
支
え
た
仕
組
み
」、

東
京
都
庭
園
美
術
館
主
任
学
芸
員
の
岡
塚
章

子
氏
か
ら
「
写
真
の
機
能
と
有
用
性
を
熟
知

し
て
い
た
人
物
〈
小
川
一
真
〉」
と
題
し
て

国
家
の
歴
史
や
郷
土
が
輩
出
し
た
偉
人
に
因

ん
だ
講
演
が
あ
り
ま
し
た
。

　
来
賓
各
位
か
ら
は
百
年
の
本
会
の
業
績
に

つ
い
て
敬
意
と
賞
賛
の
祝
辞
を
多
数
い
た
だ

き
ま
し
た
。
中
で
も
会
員
の
中
か
ら
会
の
事

業
意
外
に
個
人
と
し
て
地
元
の
教
育
・
文
化

事
業
の
為
に
多
額
の
資
金
を
醵
出
又
は
貢
献

さ
れ
た
松
崎
伊
三
郎
（
鞄
商
）、
大
澤
龍
次

郎
（
大
澤
証
券
）、
江
草
四
郎
（
有
斐
閣
）

各
氏
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
篤
志
家
が
出

て
い
る
こ
と
も
本
会
の
特
性
と
し
て
銘
記
さ

れ
る
事
項
で
あ
り
ま
す
。

　
最
近
の
本
会
の
業
績
の
中
か
ら
一
部
を
紹

介
し
ま
す
と
、
青
少
年
育
成
の
た
め
の
三
端

懇
話
会
（
当
代
一
流
人
に
会
い
、
講
演
、
懇

談
、
会
食
）
の
開
催
、
少
年
の
主
張
大
会
の

後
援
、
読
書
推
進
運
動
の
為
の
読
み
聞
か
せ

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
の
講
演
会
の

開
催
、
学
校
図
書
の
寄
贈
、
論
語
素
読
教
室

の
開
催
、
論
語
か
る
た
大
会
等
何
れ
も
継
続

型
の
事
業
で
す
。

　
一
般
市
民
向
け
に
は
論
語
教
室
の
開
催
、

年
2
回
の
各
種
講
演
会
の
開
催
等
で
す
。

　
こ
れ
を
総
合
的
に
見
れ
ば
「
人
の
掘
り
起

こ
し
、
人
つ
く
り
の
支
援
活
動
、
そ
し
て
会

員
の
親
睦
交
流
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

忍
郷
友
会
は
明
年
創
立
１
１
０
周
年
を
迎
え

ま
す
。
こ
の
間
会
の
運
営
を
担
っ
て
い
る
人

達
を
見
る
と
、
藩
校
「
進
脩
館
」
そ
の
他
で

の
教
育
で
培
っ
た
「
人
間
愛
」「
郷
土
愛
」

の
精
神
が
今
に
繋
が
っ
て
い
る
想
い
が
致
し

ま
す
。

　
こ
の
度
明
治
29
年
以
来
、
初
め
て
見
直
し

さ
れ
た
公
益
法
人
制
度
改
革
3
法
の
施
行
に

よ
り
忍
郷
友
会
は
本
年
4
月
よ
り
新
た
に
公

益
財
団
法
人
忍
郷
友
会
に
生
ま
れ
変
わ
り
ま

し
た
。

　
そ
し
て
更
に
本
年
7
月
5
日
一
般
社
団
法

人
漢
字
文
化
振
興
協
会
主
催
に
よ
り
開
催
さ

れ
る
「
第
12
回
全
国
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
行
田
大

会
」
の
実
行
委
員
会
の
委
員
長
に
当
会
の
会

長
松
平
忠
昌
が
就
任
し
、
当
会
は
組
織
を
挙

げ
て
ホ
ス
ト
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
行
田
大
会
の
開
催
目
的
は
「
藩
校
教
育
の

理
念
を
今
に
」｢

漢
字
文
化
の
振
興｣

「
行
田

の
文
化
的
ま
ち
お
こ
し
」
で
あ
り
ま
す
が
、

１
１
０
周
年
を
迎
え
る
忍
郷
友
会
に
と
っ
て

も
記
念
す
べ
き
意
義
あ
る
参
加
事
業
で
は
な

か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

水村大宮市助役就任祝賀会で初代忍郷友会長 林頼三郎氏と
大澤龍次郎氏を囲む会員一同 ・ 昭和31年4月6日

役員懇親会で余興を演じる松平忠寿名誉会長
昭和38年頃
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一
．
民
間
教
育
の
場
・	

	

古
典
講
座
「
進
脩
塾
」
設
立

　
バ
ブ
ル
絶
頂
期
に
あ
っ
た
昭
和
六
十
年
代

初
頭
、
日
本
社
会
は
各
所
に
精
神
文
化
の
凋

落
を
露
呈
し
つ
つ
あ
っ
た
。
憂
慮
す
べ
き
風

潮
の
中
で
、
隣
接
す
る
吹
上
町
に
有
志
の
手

に
よ
り
東
洋
思
想
講
座
が
開
講
し
た
。
招
か

れ
て
参
加
し
た
我
々
は
、
そ
こ
で
始
め
て

「
大
学
」
に
接
し
、
長
年
に
亘
っ
て
頭
の
中

を
し
め
て
い
た
迷
妄
が
一
度
に
晴
れ
る
思
い

が
し
た
。
参
加
し
た
同
志
の
中
に
は
当
時
の

行
田
商
工
会
議
所
会
頭
清
水
孝
男
氏
の
姿
が

あ
っ
た
。
十
数
回
、
同
講
座
に
通
う
う
ち
会

頭
が
「
街
づ
く
り
は
人
づ
く
り
か
ら
だ
。
人

づ
く
り
は
我
づ
く
り
だ
。
こ
の
修
己
治
人
の

勉
強
塾
を
行
田
市
に
も
作
ろ
う
じ
ゃ
な
い

か
」
と
提
案
さ
れ
た
の
で
早
速
行
田
市
に
お

け
る
古
典
講
座
開
講
の
動
き
が
活
発
化
し

た
。
塾
の
名
称
・
会
場
・
時
間
な
ど
審
議
が

進
む
中
、
松
下
村
塾
の
絵
図
面
を
持
ち
込
ん

だ
メ
ン
バ
ー
が
居
り
、
彼
は
こ
う
言
っ
た
。

「
松
下
村
塾
に
学
べ
を
合
言
葉
に
し
て
呼
び

か
け
て
見
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
」。
迂
闊
に

も
私
は
こ
の
話
に
乗
り
、
㈶
忍
郷
友
会
の
理

事
会
の
折
計
画
を
提
案
し
た
。
こ
の
時
、
忍

郷
友
会
第
三
代
会
長
（
忍
藩
主
第
十
五
代
当

主
）
松
平
忠
晃
公
は
こ
れ
を
聞
き
「
松
下
村

塾
は
長
州
で
し
ょ
う
。
こ
こ
に
は
進
脩
館
が

あ
り
ま
す
よ
。
そ
れ
を
言
う
な
ら
進
脩
館
に

学
べ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
申
さ
れ
た
。

こ
の
一
言
が
決
め
手
と
な
り
、
名
称
は
忍
藩

藩
校
「
進
脩
館
」
か
ら
二
字
を
頂
い
て
進
脩

塾
と
し
た
。
行
田
商
工
会
議
所
会
頭
清
水
孝

男
氏
が
発
起
人
と
な
っ
て
、
進
脩
塾
開
設
に

つ
い
て
の
趣
意
書
が
起
草
さ
れ
、
塾
生
を

募
っ
た
。
平
成
二
年
十
二
月
二
日
、
同
憂
同

好
の
志
二
十
余
名
が
集
ま
っ
て
、
記
念
す
べ

き
第
一
回
講
座
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
学

ぶ
と
こ
ろ
は
四
書
五
経
の
中
「
大
学
」、
講

師
は
郷
学
研
修
所
（
昭
和
全
期
を
通
じ
て
一

世
の
師
表
天
下
の
木
鐸
と
仰
が
れ
た
安
岡
正

篤
先
生
創
設
）
所
長
柳
橋
由
雄
先
生
、
会
場

は
行
田
市
商
工
セ
ン
タ
ー
。
毎
月
第
四
土
曜

日
の
夜
を
定
例
講
座
と
し
、
爾
来
今
日
ま
で

二
十
四
年
間
、
開
催
し
た
講
座
数
は
一
九
〇

回
を
超
え
る
。
内
容
も
「
大
学
」「
中
庸
」

「
論
語
」
と
続
き
、
半
ば
に
し
て
講
師
の
柳

橋
先
生
は
卆
せ
ら
れ
た
が
、
後
は
荒
井
桂
先

生
に
引
き
継
が
れ
た
。
現
在
は
「
孟
子
」
及

び
「
講
孟
剳
記
」
を
教
材
と
し
、
単
な
る
知

識
吸
収
ば
か
り
で
な
く
〝
修
己
治
人
・
順
徳

強
化
〟
の
学
問
と
し
て
講
ぜ
ら
れ
、
且
つ
実

践
す
べ
く
聴
講
が
続
い
て
い
る
。
毎
回
三
十

余
名
の
受
講
者
が
あ
り
、
講
義
の
模
様
は
行

田
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
に
集
録
さ
れ
毎
月
数
回

に
わ
た
っ
て
放
映
さ
れ
て
い
る
。

二
．
公
民
共
催
の
場
・	

	

忍
藩
子
ど
も
塾
素
読
教
室

切
っ
掛
け
と
な
っ
た
漢
字
文
化
講
演
会

　
平
成
十
三
年
度
よ
り
㈶
忍
郷
友
会
は
、
漢

字
文
化
振
興
会
と
連
携
し
て
市
民
公
開
講

座
「
漢
字
文
化
講
演
会
」
を
年
一
回
開
く
よ

う
に
な
っ
た
。
演
題
と
し
て
は
／
漢
詩
の
魅

力
／
漢
字
の
成
り
立
ち
／
論
語
入
門
／
埼
玉

の
漢
字
／
白
楽
天
の
老
後
／
お
も
し
ろ
漢
字

ワ
ー
ル
ド
／
漢
字
の
面
白
さ
再
発
見
／
芳
川

波
山
の
漢
詩
／
栄
光
の
忍
藩
校
教
育
／
論
語

に
学
ぶ
家
族
の
あ
り
方
／
な
ど
な
ど
が
講
じ

ら
れ
た
中
で
、
昔
、
寺
子
屋
を
や
っ
て
い
た

市
内
の
旧
家
の
方
か
ら
、
当
時
使
用
し
て
い

た
教
本
「
三
字
経
」
の
提
供
を
受
け
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
こ
の
発
見
を
機
に
〝
寺
子
屋
で

藩
校
教
育
を
現
代
に
活
か
す

忍
藩（
行
田
市
）三
つ
の
教
育
の
場
の
推
移

 

忍
郷
友
会
理
事
・
進
脩
塾
主
幹
　
田
代�

敬
二

藩校教育を現代に活かす
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何
を
学
ん
だ
か
〟
を
テ
ー
マ
に
「
三
字
経
を

読
む
」
と
題
し
た
市
民
公
開
講
座
を
開
く
事

に
な
っ
た
が
、
講
演
会
の
効
果
を
よ
り
高
め

た
い
と
考
え
、
次
の
様
な
段
取
り
で
寺
子
屋

風
景
を
演
出
し
実
行
し
た
。（
1
）
先
ず
、

市
内
有
力
幼
稚
園
に
出
向
き
、
趣
旨
を
説
明

し
て
充
分
な
理
解
を
得
た
上
で
、
素
読
の
体

験
学
習
を
行
な
わ
せ
て
も
ら
う
こ
と
に
し

た
。（
2
）
父
兄
に
は
「
素
読
と
は
何
か
／

そ
の
効
用
と
体
験
学
習
の
す
す
め
」
と
記
載

し
た
チ
ラ
シ
を
配
布
。（
3
）
チ
ラ
シ
の
呼

び
か
け
に
応
じ
て
集
ま
っ
た
八
名
の
希
望
者

（
園
児
）
に
対
し
て
（
4
）
一
日
二
十
分
。

漢
詩
・
論
語
の
素
読
体
験
学
習
を
八
日
間
に

わ
た
っ
て
行
っ
た
。

　
こ
う
し
た
準
備
を
重
ね
た
上
で
「
三
字

経
」
講
座
の
日
を
迎
え
た
。
講
座
に
先
立
っ

て
の
ぞ
ん
だ
素
読
発
表
を
観
た
父
兄
来
場

者
は
全
員
涙
し
、
会
場
は
感
動
の
嵐
に
巻

き
こ
ま
れ
、
称
賛
の
拍
手
が
鳴
り
止
ま
な

か
っ
た
。

　
し
か
し
、
誰
よ
り
も
感
激
し
、
素
読
と
い

う
も
の
の
快
感
を
味
わ
っ
た
の
は
園
児
た
ち

自
身
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
子
ど
も
た
ち

に
、
体
験
学
習
の
終
わ
り
を
告
げ
た
時
、
八

名
の
園
児
た
ち
は
口
ぐ
ち
に
、「
も
っ
と
や

り
た
い
、
も
っ
と
や
り
た
い
」
と
叫
ん
だ
の

だ
っ
た
。

　
こ
の
子
ど
も
た
ち
の
声
に
押
さ
れ
て
、
進

脩
塾
素
読
教
室
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
会
場
と
し
て
は
忍
藩
校
に
縁
の
深
い
忍

城
址
公
園
内
行
田
市
郷
土
博
物
館
を
市
長
の

理
解
と
協
賛
を
得
て
解
放
し
て
も
ら
う
こ
と

が
決
っ
た
。
そ
し
て
平
成
十
七
年
四
月
よ

り
、
毎
月
第
一
、
第
二
、
第
三
土
曜
日
を
定

例
開
催
と
定
め
、
午
前
中
八
名
の
子
ど
も
た

ち
の
朗
々
た
る
論
語
・
漢
詩
素
読
の
声
が
響

き
わ
た
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

忍
藩
子
ど
も
塾
素
読
教
室
へ
と
改
称

　
平
成
二
十
三
年
度
よ
り
「
進
脩
塾
素
読
教

室
」
は
市
の
推
進
す
る
子
ど
も
大
学
の
施
策

と
合
致
す
る
と
こ
ろ
か
ら
市
教
育
委
員
会
と

の
共
催
事
業
と
な
り
、
塾
生
募
集
を
教
育
委

員
会
が
行
な
い
、
指
導
は
㈶
忍
郷
友
会
が
担

当
す
る
形
と
な
り
、
名
称
を
「
忍
藩
子
ど
も

塾
素
読
教
室
と
改
称
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、

塾
生
募
集
の
点
で
大
変
有
効
に
働
き
、
そ
れ

ま
で
の
五
年
間
は
毎
年
数
名
の
入
塾
者
に
過

ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
こ
の
年
か
ら
、
一
挙
に

二
十
余
名
の
入
塾
生
を
数
え
る
に
至
っ
て
い

る
。
現
在
は
、
初
級
組
、
中
級
一
組
、
中
級

二
組
、
上
級
組
の
四
ク
ラ
ス
が
あ
り
、
五
名

の
指
導
員
（
い
づ
れ
も
㈶
忍
郷
友
会
々
員
）

が
指
導
に
当
っ
て
い
る
。
昨
年
よ
り
、
中
級

一
組
～
二
組
の
指
導
に
は
い
づ
れ
も
今
は
中

学
生
と
な
っ
た
第
一
期
生
、
第
二
期
生
が
一

部
担
当
す
る
よ
う
に
な
り
「
兄
弟
相
共
に
学

ぶ
」
の
塾
風
が
育
ち
つ
ゝ
あ
る
こ
と
は
喜
ば

し
い
限
り
で
あ
る
。

天
眼
寺
親
子
素
読
教
室

　
他
に
も
㈶
忍
郷
友
会
で
は
（
東
京
都
台
東

区
谷
中
に
在
る
）
忍
藩
主
松
平
家
の
墓
所
天

眼
寺
の
協
賛
を
得
て
同
寺
の
壇
信
徒
（
※
松

平
家
旧
家
臣
が
多
数
）
及
び
そ
の
縁
者
の

方
々
に
回
状
を
廻
わ
し
て
希
望
者
を
募
り
平

成
二
十
四
年
度
よ
り
「
天
眼
寺
（
論
語
・
漢

詩
）
親
子
素
読
教
室
」
を
開
講
し
て
い
る
。

三
．
公
教
育
の
場	

	

行
田
市
立
埼
玉
小
学
校
の
素
読
教
室

　
さ
い
た
ま
県
名
発
祥
の
地
行
田
市
埼
玉
地

区
は
、
古
代
、
中
世
、
近
世
の
史
蹟
、
伝

説
、
史
話
な
ど
貴
重
な
伝
承
文
化
の
息
づ
く

地
域
で
あ
る
。

　
市
立
埼
玉
小
学
校
は
そ
の
中
程
に
位
置

し
、
幾
多
の
俊
秀
を
輩
出
し
た
伝
統
あ
る
学

校
で
あ
る
。
そ
の
第
二
十
七
代
、
長
原
順
子

校
長
は
、
忍
藩
子
ど
も
塾
の
動
勢
を
伝
え
聞

き
、
朝
の
読
書
の
時
間
帯
を
い
か
し
て
素
読

教
室
が
で
き
な
い
も
の
か
と
考
え
た
。

　
㈶
忍
郷
友
会
な
ら
び
に
忍
藩
子
ど
も
塾
と

学
校
側
三
者
で
相
談
・
協
議
の
結
果
ス
タ
ー

ト
し
た
の
が
埼
玉
小
学
校
素
読
教
室
で
あ

る
。
平
成
二
十
四
年
六
月
よ
り
忍
藩
子
ど
も

塾
か
ら
二
名
の
指
導
員
が
出
向
し
、
毎
週
水

曜
日
、
朝
八
時
十
分
か
ら
二
十
分
間
論
語
、

漢
詩
の
素
読
が
始
ま
っ
た
。
六
年
生
二
ク
ラ

ス
を
皮
切
り
に
～
一
年
生
ま
で
を
六
週
間
か

け
て
一
巡
し
、
こ
れ
を
繰
返
す
こ
と
と
な
っ

た
。
僅
か
二
十
分
間
で
あ
る
が
、
指
導
員
、

担
任
教
師
、
児
童
、
三
位
一
体
と
な
っ
て
声

を
張
り
上
げ
て
の
素
読
は
、
朝
の
爽
快
感
を

伴
い
予
期
し
た
以
上
の
成
果
を
上
げ
て
い

る
。
翌
春
、
長
原
校
長
は
転
任
さ
れ
た
が
、

同
女
子
の
積
極
果
敢
な
素
読
教
室
へ
の
挑
戦

は
、
後
任
の
井
沢
一
博
校
長
に
引
き
継
が

れ
、
毎
週
水
曜
日
の
早
朝
に
は
校
内
の
隅
々

に
朗
唱
の
声
が
こ
だ
ま
し
て
い
る
。

論
語
・
漢
詩
・
小
学
生
公
開
素
読
教
室

　
市
立
埼
玉
小
学
校
の
課
外
素
読
教
室
の
成

果
を
試
さ
れ
る
機
会
は
思
い
も
か
け
ず
早
く

訪
れ
た
。
第
十
二
回
全
国
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
行

田
大
会
で
あ
る
。
同
大
会
の
行
事
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
忍
藩
子
ど
も
塾
と
埼
玉
小
学
校
児
童
参

加
に
よ
る
合
同
素
読
教
室
が
組
み
込
ま
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
急
遽
リ

ハ
ー
サ
ル
が
行
な
わ
れ
た
。

　
平
成
二
十
六
年
五
月
十
八
日
、
行
田
市
産
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業
文
化
会
館
に
お
い
て
、
小
学
生
公
開
素
読

教
室
が
市
内
十
六
小
学
校
関
係
者
（
児
童
・

父
兄
・
教
育
関
係
者
）
を
前
に
盛
大
に
挙
行

さ
れ
た
。

　
舞
台
上
に
は
忍
藩
子
ど
も
塾
生
四
十
余

名
埼
玉
小
児
童
百
余
名
が
上
が
り
、
合
同

で
論
語
、
漢
詩
を
斉
唱
す
る
壮
快
な
姿
が

あ
っ
た
。

＂
一
粒
の
麦
実
り
て
明
日
を
呼
ぶ
＂

　
平
成
十
七
年
二
月
、
市
内
幼
稚
園
の
一
室

で
、
八
名
の
園
児
に
よ
る
体
験
学
習
か
ら
始

ま
っ
た
素
読
教
室
は
「
も
っ
と
や
り
た
い
、

も
っ
と
や
り
た
い
」
と
い
う
園
児
の
声
に
押

さ
れ
て
開
講
し
た
も
の
で
あ
る
。
五
年
後
に

は
行
政
の
理
解
協
力
を
得
て
、
五
十
余
名
と

い
う
素
読
教
室
に
成
長
し
、
更
に
四
年
を
経

た
後
に
は
公
教
育
の
場
に
採
用
さ
れ
る
ま
で

に
な
っ
た
。
今
般
、
百
六
十
余
名
に
よ
る
公

開
素
読
教
室
の
開
催
と
い
う
事
実
（
一
石
）

は
そ
の
波
紋
が
市
内
十
六
校
に
ま
で
広
が
ろ

う
と
し
て
い
る
。

　
今
回
特
筆
す
べ
き
は
、
公
開
素
読
教
室
並

に
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
に
お
け
る
合
同
素
読
教
室

に
お
い
て
、
声
高
ら
か
に
朗
唱
を
指
導
し
て

い
る
の
が
、
あ
の
幼
な
か
っ
た
園
児
の
成
長

し
た
姿
で
あ
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
正
に

〝
一
粒
の
麦
、
実
り
て
明
日
を
呼
ぶ
〟
の
感

懐
を
覚
え
る
こ
と
し
き
り
な
も
の
が
あ
る
。

　
最
後
に
、
一
般
社
団
法
人
漢
字
文
化
振
興

協
会
々
長
石
川
忠
久
先
生
が
、
こ
の
忍
領
の

子
ど
も
た
ち
に
為
に
作
詩
さ
れ
た
「
忍
城
偶

城
」
を
記
し
て
結
語
と
し
た
い
。

忍
城
偶
成
　
岳
堂
／
三
百
諸
候
　
美
風
を
競

う
／
進
脩
の
名
古
し
武
州
の
中
／
児
童
齋
唱

す
先
賢
の
句
／
看
る
可
し
　
郷
黌
化
育
の
功

参
考
　
そ
の
他
の
活
動

一
．
論
語
か
る
た
取
り
大
会

 
Ｈ
19
・
20
・
21
年

二
．
漢
文
検
定
試
験

 

Ｈ
22
・
23
・
24
・
25
年

三
．
忍
藩
藩
儒
の
顕
彰
講
座

　
①
芳
川
波
山
の
生
涯
と
詩
業
　
Ｈ
21
年

　
②
近
藤
棠
軒
先
生
の
「
宋
名
臣
言
行
録
」

 

Ｈ
24
年

　
③
第
二
回
　
　
〃
　
　「
宋
名
臣
言
行
録
」

 

Ｈ
25
年

四
．
素
読
教
本
「
論
語
」「
漢
詩
」
発
刊

五
．
素
読
教
本
「
古
事
記
」
発
刊
と
素
読
会

藩校教育を現代に活かす

� 古代蓮�宥
ゆう

座
ざ

の器
き

　空
から

の時は傾
かたむ

き、水をほどほどに入れると起きてきます。また、
いっぱいに入れるとひっくり返ります。
　『論語』で有名な孔

こう

子
し

は、「満
み

ちて覆
くつがえ

らないものはいない」と
弟子たちに教えました。
　さらに孔子と弟子たちの話は続き、弟子の子

し

路
ろ

は「満ちても覆ら
ない方法はありませんか？」とたずねました。
　孔子は「ある」と、謙

けん

虚
きょ

、譲
ゆず

ることの大切さを述べ、「そのため
に損をすることだ」、と弟子たちに教訓しました。
　すなわち、社会を良くするために努めることです。

 参照  『荀子』『孔子家語』
 〈文責・針生清司〉

展示物のご案内



27 行田の歴史・観光案内

古代のロマンと
歴史が息づくまち行田

埼玉県北部に位置する行田市は、北は利根川を境に群馬県と隣接する
豊かな自然に恵まれた田園地帯です。
市内には今も数多くの文化や史跡が残されており、年間を通じ様々な催し物も盛んに行われ、
沢山の人々に親しまれています。

春には桜の名所として親しまれている　丸墓山古墳
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東
日
本
最
大
の
古
墳
群

埼さ

き

玉た

ま

古こ

墳ふ

ん

群ぐ

ん

　
全
国
で
も
有
数
の
規
模
を
誇
る
埼
玉
古

墳
群
は
市
南
部
の
埼さ
き

玉た
ま

地
区
に
あ
り
、
か

つ
て
「
百
塚
」
の
地
名
が
残
る
ほ
ど
の
大

古
墳
群
で
し
た
。
東
国
古
代
史
の
宝
庫
と

し
て
多
く
の
史
跡
を
有
し
て
お
り
、
昭
和

13
年
に
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
現

在
、
古
墳
群
周
辺
は
さ
き
た
ま
古
墳
公

園
と
し
て
整
備
さ
れ
て
お
り
、
園
内
に
は

「
県
立
さ
き
た
ま
史
跡
の
博
物
館
」
や
は

に
わ
作
り
が
体
験
で
き
る
「
は
に
わ
の
館
」

な
ど
が
あ
り
、
多
く
の
人
が
訪
れ
ま
す
。

金
の
文
字
が
刻
ま
れ
た

鉄
剣
が
出
土
し
た
稲い

な

荷り

山や
ま

古こ

墳ふ
ん

　
稲
荷
山
古
墳
は
、
埼
玉
古
墳
群
の
中
で

2
番
目
に
大
き
い
前
方
後
円
墳
で
、「
金き
ん

錯さ
く

銘め
い

鉄て
っ

剣け
ん

」
が
出
土
し
た
こ
と
で
全
国
に

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
鉄
剣
は
昭
和
43

年
の
発
掘
調
査
の
際
に
出
土
し
、
10
年
後
、

奈
良
県
の
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
の
レ
ン

ト
ゲ
ン
撮
影
に
よ
っ
て
一
一
五
文
字
の
金

象
嵌
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
古
代
の
金
石
文
と
し
て
は
全
国
で
も
っ

と
も
長
文
で
、
関
東
で
は
初
め
て
の
も
の

で
す
。
銘
文
の
内
容
は
日
本
書
紀
の
記
述

と
符
合
す
る
と
も
い
わ
れ
、
五
世
紀
の
関

東
と
大
和
朝
廷
と
の
関
係
、
ひ
い
て
は
日

本
古
代
史
を
解
明
す
る
う
え
で
貴
重
な
資

料
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
稲
荷
山
古
墳
の
築
造
は
5
世
紀

末
か
ら
6
世
紀
初
頭
頃
と
考
え
ら
れ
、
昭

和
14
年
、国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
と
き
、

古
墳
の
頂
上
部
分
に
稲
荷
社
が
祀
ら
れ
て

い
た
こ
と
か
ら
こ
の
名
が
つ
き
ま
し
た
。

古
墳
の
内
部
、
石
室
へ
入
れ
る

将し
ょ
う

軍ぐ
ん

山や
ま

古こ

墳ふ
ん

　
将
軍
山
古
墳
は
、
全
長
90
ｍ
、
後
円
部

の
直
径
39
ｍ
、
前
方
部
の
幅
68
ｍ
、
形
態

は
堀
が
二
重
に
め
ぐ
る
前
方
後
円
墳
で

す
。
後
円
部
に
た
て
ら
れ
て
い
る
「
将
軍

山
古
墳
展
示
館
」
に
は
、
残
存
し
て
い
た

横
穴
式
石
室
と
、
そ
こ
か
ら
出
土
し
た
副

葬
品
を
当
時
の
状
態
に
復
元
し
、
保
存
し

な
が
ら
展
示
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
展
示
館
は
、
実
物
の
横
穴
式
石
室

を
建
物
の
中
か
ら
直
接
見
る
こ
と
が
で
き

る
、
全
国
で
も
初
め
て
の
施
設
で
す
。

日
本
最
大
の
円
墳

丸ま
る

墓は
か

山や
ま

古こ

墳ふ
ん

　
丸
墓
山
古
墳
は
、
直
径
１
０
５
ｍ
、
日

本
最
大
の
円
墳
と
し
て
有
名
で
す
。
墳
丘

の
高
さ
は
埼
玉
古
墳
群
の
中
で
最
も
高
く
、

頂
上
に
立
つ
と
隣
に
稲
荷
山
古
墳
、
そ
の

向
こ
う
に
将
軍
山
古
墳
の
墳
丘
が
よ
く
見

え
ま
す
。
埋
葬
施
設
は
発
掘
さ
れ
て
い
な

い
た
め
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん

が
、
出
土
し
た
埴
輪
か
ら
6
世
紀
前
半
こ

ろ
に
造
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
後
の
戦
国
時
代
、
豊
臣
秀
吉
の
関
東
平

定
の
際
に
、
石
田
三
成
に
よ
る
忍お
し

城じ
ょ
うへ
の

水
攻
め
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
丸
墓
山
古

墳
の
上
に
陣
が
張
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

県
名
発
祥
の
由
来

　
お
よ
そ
１
２
０
０
年
前
の
奈
良
時
代
に

で
き
た
『
万
葉
集
』
の
中
に
「
前さ
き

玉た
ま

の
小お

埼さ
き

の
沼ぬ

ま

」
や
「
佐さ

吉き

多た

万ま

の
津
」
の
歌
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
「
さ
き
た
ま
」
は
、
現

在
の
行
田
市
埼
玉
周
辺
を
さ
す
地
名
で
あ

り
、
今
も
神
社
や
字
名
は
「
さ
き
た
ま
」

と
読
み
ま
す
。

　
ま
た
、
１
１
０
０
年
前
の
平
安
時
代
に

で
き
た
『
倭わ

名み
ょ
う

類る
い

聚じ
ゅ
う

抄し
ょ
う』 

に
は
、
よ
り

広
い
郡
名
と
し
て
「
埼
玉
・
佐
伊
太
末
」

と
あ
り
、
埼
玉
県
の
東
部
地
域
を
「
さ
い

た
ま
」
郡
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
小
さ
な
地
名
、「
さ
き
た

ま
」
が
変
化
し
て
、
よ
り
広
い
郡
名
「
さ

い
た
ま
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
の
で
す
。

行田の歴史・観光案内

県立さきたま史跡の博物館／行田市埼玉4834　TEL. 048-559-1111　P普通車303台、大型車33台
［開館時間］ 9:00 ～16:30（入館受付は16:00まで） ※7月1日～8月31日は 9:00 ～17:00（入館受付は16:30まで）
［休館日］ 月曜日（祝日・振替休日及び5月2日、埼玉県民の日（11月14日）を除く）、年末年始　※その他 臨時休館する場合あり

〈表〉〈裏〉

国宝 金錯銘鉄剣
5世紀後半の古代さき
たまの地を治めた豪族
ヲワケの臣、その言葉
が黄金の漢字でつづ
られている

武人埴輪頭部
稲荷山古墳周堀出土品



29

行田市郷土博物館／行田市本丸17-23  TEL. 048-554-5911　P61台
［開館時間］ 9:00 ～16:30（入館受付は16:00まで）
［休館日］ 月曜日（祝日・休日を除く）、祝祭日の翌日（土・日は開館）毎月第4金曜日（テーマ展・企画展開催中は開館）、年末年始

忍
藩
十
万
石
の
面
影
残
る
名
城

忍お

し

城じ
ょ
う

　
室
町
時
代
の
文
明
年
間
（
15
世
紀
後

半
）、
成
田
下
総
守
顕あ
き

泰や
す

に
よ
っ
て
築
城
さ

れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
「
忍
城
」。
こ
の

城
は
、
湿
地
帯
を
巧
み
に
利
用
し
た
城
で

あ
っ
た
た
め
、
守
り
や
す
く
攻
め
に
く
い
、

関
東
き
っ
て
の
名
城
と
う
た
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
歴
史
は
明
治
維
新
ま
で
続
き
ま
す
。

水
攻
め
に
耐
え
た
「
浮う

き
城し
ろ

」

　
天
正
18
年
（
一
五
九
〇
）、
豊
臣
秀
吉
が

小
田
原
の
北
条
氏
を
攻
め
た
お
り
、
時
の

城
主
成な
り

田た

氏う
じ

長な
が

は
北
条
氏
に
味
方
し
ま
し

た
。
氏
長
が
小
田
原
城
に
籠
城
中
、
秀
吉

の
家
臣
で
あ
っ
た
石
田
三
成
が
軍
勢
を
引

き
連
れ
忍
城
を
包
囲
し
、
全
長
28
ｋ
ｍ
に

お
よ
ぶ
堤
を
築
き
、
利
根
川
・
荒
川
の
水

を
引
き
入
れ
て
水
攻
め
に
し
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
水
が
増
し
て
も
忍
城
は
落
城

し
ま
せ
ん
。「
そ
れ
は
城
が
浮
く
か
ら
だ
」

と
噂
さ
れ
、「
浮
き
城
」
と
い
う
別
名
が
生

ま
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
忍
城
は
小
田
原
城
降
伏
の
の
ち
開
城
し
、

こ
こ
に
成
田
氏
の
支
配
は
終
わ
り
を
告
げ

ま
し
た
。

　
し
か
し
、
江
戸
時
代
に
は
親
藩
・
譜
代

16
人
の
城
主
が
在
城
し
、
忍
藩
十
万
石
の

要
と
し
て
栄
え
て
い
き
ま
し
た
。

市
内
に
残
る
城
下
町
の
面
影

　
明
治
維
新
と
と
も
に
、
忍
城
は
取
り
壊

さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
市
内
に
は
今

も
城
下
町
当
時
の
面
影
を
残
す
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
市
の
南
部
、

堤つ
つ
み

根ね

地
区
に
残
る
「
石い

し

田だ

堤つ
つ
み」

で
す
。

　
石
田
堤
は
、
石
田
三
成
の
水
攻
め
で
つ

く
ら
れ
た
堤
の
一
部
で
、
開
発
な
ど
で
原

形
は
損
な
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
か
つ
て
堤

根
の
名
主
・
増
田
五
左
衛
門
豊
純
が
、「
石

田
堤
碑
」
を
た
て
て
保
存
に
努
め
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
石
田
堤
と
並
ん
で
、
忍
城
を
し
の
ぶ
も

の
が
「
時じ

鐘し
ょ
う」
で
す
。
こ
の
鐘
は
、
享
保

2
年
（
一
七
一
七
）
伊
勢
桑
名
藩
主
松
平

忠
雅
に
よ
っ
て
鋳
造
さ
れ
、
文
政
6
年

（
一
八
二
三
）
に
松
平
氏
が
桑
名
か
ら
忍
へ

移
封
さ
れ
る
の
に
と
も
な
っ
て
、
忍
城
へ

移
さ
れ
た
も
の
で
す
。
現
在
、
忍
城
址
の

鐘
楼
に
つ
る
さ
れ
た
鐘
は
再
造
さ
れ
た
も

の
で
、
本
物
は
郷
土
博
物
館
に
展
示
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
天
守
閣
が
な
か
っ
た
忍
城
に
と
っ
て
、

中
心
的
建
築
物
だ
っ
た
の
が
「
御ご

三さ
ん

階か
い

櫓や
ぐ
ら」

で
し
た
。
現
在
の
櫓
は
昭
和
63
年
に
再
建

さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
一
部
は
行
田
市
郷

土
博
物
館
の
展
示
室
と
な
っ
て
お
り
、
行

田
の
歴
史
を
語
り
継
い
で
い
ま
す
。

行田の歴史・観光案内

忍城御三階櫓　現在は展望室や行田の今昔を紹介する展示室となっている鐘楼
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古代蓮会館／行田市小針2375番地1　TEL. 048-559-0770
P490台　［開館時間］ 通常期（6月下旬～8月上旬以外）9:00 ～16:30（入館受付は16:00まで）、蓮の開花期（6月下旬～8月上旬）7:00 ～16:30（入館受
付は16:00まで）  ［休館日］ 月曜日（祝日を除く）、祝祭日の翌日（土・日は開館）、年末年始  ※蓮の開花期（6月下旬～8月上旬）は無休

神
秘
的
な
花
蓮
の
美
し
さ
を
満
喫
で
き
る

古こ

代だ

い

蓮は

す

の
里さ

と

　
古
代
蓮
の
里
公
園
内
で
は
、
毎
年
6
月

下
旬
か
ら
8
月
上
旬
に
か
け
て
、
42
種
類

12
万
株
の
花
蓮
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

花
弁
の
数
が
少
な
い
原
始
的
な
形
態
を
持

つ
行
田
蓮
は
、
約
一
四
〇
〇
～
三
〇
〇
〇

年
前
の
蓮
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
園
内
に
は
他
に
も
水
生
植
物
園
、

水
鳥
の
池
、
牡
丹
園
、
梅
林
、
桜
の
木
の

あ
る
お
花
見
広
場
が
あ
り
、
年
間
を
通
し

て
自
然
の
美
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

冒
険
遊
び
場
や
見
晴
ら
し
の
丘
は
、
い
つ

も
家
族
連
れ
で
賑
わ
っ
て
い
ま
す
。

永
い
眠
り
か
ら
目
を
覚
ま
し
た�

行ぎ
ょ
う
だ
は
す

田
蓮

　
行
田
市
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て

い
る
行
田
蓮
（
古
代
蓮
）
は
、
古
代
蓮
の

里
に
ほ
ど
近
い
公
共
施
設
建
設
工
事
の
際

に
、
偶
然
出
土
し
た
種
子
が
自
然
発
芽
し

甦
り
、
池
に
開
花
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
発

見
さ
れ
ま
し
た
。
地
中
深
く
眠
っ
て
い
た

多
く
の
蓮
の
実
が
出
土
し
、
自
然
発
芽
し

て
一
斉
に
開
花
し
た
事
は
極
め
て
珍
し
い

こ
と
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
古
代
蓮
の
里
で
は
、
行
田
市
の
シ
ン
ボ

ル
と
も
な
っ
て
い
る
古
代
蓮
を
育
て
て
お

り
、
可
憐
な
古
え
の
花
を
お
楽
し
み
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。

地
上
50
ｍ
か
ら
眺
め
る
大
パ
ノ
ラ
マ�

古
代
蓮
会
館
展
望
タ
ワ
ー

　
公
園
内
に
そ
び
え
た
つ
タ
ワ
ー
が
目
印

の
古
代
蓮
会
館
は
、
展
示
室
、
展
望
室
、

休
憩
所
、
研
修
室
の
4
つ
に
分
か
れ
て
い

ま
す
。

　
1
階
展
示
室
で
は
、
蓮
に
関
す
る
さ
ま

ざ
ま
な
資
料
を
展
示
し
て
お
り
、
一
年
を

通
し
て
古
代
蓮
の
魅
力
を
楽
し
む
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ま
た
、
行
田
の
自
然
も
紹
介

し
て
お
り
、
迫
力
あ
る
展
示
を
ご
覧
頂
く

事
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
2
階
展
望
室
で
は
、
高
さ
50
ｍ

か
ら
の
景
色
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
、
北

に
利と

根ね

大お
お

堰ぜ
き

、
さ
ら
に
は
群
馬
県
か
ら
日

光
の
山
々
、
西
に
は
忍
城
御
三
階
櫓
の
建

つ
行
田
の
中
心
街
か
ら
熊
谷
・
前
橋
方
面

ま
で
、
手
前
に
は
さ
き
た
ま
古
墳
公
園
と

ゆ
っ
た
り
し
た
旧
忍お
し

川か
わ

の
流
れ
が
広
が
っ

て
い
ま
す
。
南
に
は
奥
秩
父
連
峰
と
富
士

山
、
さ
い
た
ま
新
都
心
や
、
条
件
が
良
け

れ
ば
新
宿
の
副
都
心
も
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
広
大
な
関
東
平
野
の
風
景
を
お
楽

し
み
い
た
だ
け
ま
す
。

行田の歴史・観光案内

古代蓮会館
蓮池の水面から花茎が立ち上がっている様子をイメージした
展望タワー

行田蓮（古代蓮）
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①
国
名

②
藩
名

③
家
名

④
代

⑤
家
祖

⑥ 

幕
末
を
迎
え
た
時
の
藩
へ
転
封
に
な
っ
た
年
号

⑦
家
訓

⑧ 

生
年
・
最
終
学
歴
・
職
歴
・
団
体
役
職
・
そ
の
他

①
江
戸
初
期
は
陸
奥 

又
は
奥
州 

江
戸
中
期
以
降 

陸

中
　
②
盛
岡
藩
　
③
南
部
家
　
④
第
46
代
　
⑤
南
部
光

行
　
⑦
質
実
剛
健
　
⑧
藩
主
の
子
弟
も
そ
の
教
育
を
受

け
た
。
１
９
７
０
年
東
京
工
業
専
門
学
校
。
日
産
プ
リ

ン
ス
東
京
販
売
～
㈲
オ
リ
ッ
ク
ス
セ
ラ
ミ
ッ
ク 

代
表

取
締
役
　
南
部
興
産
㈱
代
表
取
締
役

①
陸
奥
国
　
②
仙
台
藩
　
③
伊
達
家
　
④
第
18
代
　
⑤
伊
達
家
始
祖
：
伊

達
朝
宗
（
だ
て
と
も
む
ね
）　
仙
台
藩
祖
：
伊
達
政
宗
（
だ
て
ま
さ
む
ね
）　

⑥
慶
長
５
年
（
１
６
０
１
）
12
月
24
日
仙
台
開
府
　
⑦
「
祖
先
を
崇
拝
す

る
者
は
、
我
が
家
の
隆
昌
を
願
う
人
で
あ
り
、
ま
た
、
我
が
家
を
重
ん
ず

る
者
は
、
祖
先
を
崇
拝
す
る
者
で
あ
る
（
中
略
）
将
来
に
伸
び
ん
と
す
る

青
年
青
女
は
殊
に
過
去
に
お
け
る
歴
史
の
偉
大
さ
を
思
う
と
同
時
に
歴
史

を
産
ん
だ
祖
先
の
努
力
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
、
祖
先
を
崇
拝
す
る
者
は

必
ず
自
己
を
尊
重
す
る
人
で
あ
る
」　
⑧
伊
達
伯
爵
邸
跡
地
に
あ
る
聖
ウ
ル

ス
ラ
学
院
英
智
小
・
中
・
高
等
学
校
に
お
い
て
、
学
校
必
修
教
科
と
し
て

「
仙
台
藩
作
法
」（
礼
法
）
と
武
道
、
論
語
の
素
読
、
漢
文
検
定
な
ど
が
実

施
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
伊
達
家
伯
記
念
會
で
は
、
一
般
及
び
企
業
を
対

象
に
「
仙
台
藩
作
法
」
の
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

南
部�

利
文

﹇
な
ん
ぶ
と
し
ふ
み
﹈

上
杉�

邦
憲

﹇
う
え
す
ぎ
く
に
の
り
﹈

伊
達�

泰
宗

﹇
だ
て
や
す
む
ね
﹈

板
倉�

敏
和

﹇
い
た
く
ら
と
し
か
ず
﹈

参
加
御
当
主
紹
介

酒
井�

忠
久

﹇
さ
か
い
た
だ
ひ
さ
﹈

①
出
羽
国
　
②
庄
内
藩
　
③
酒
井
家
　
④
第
18
代

⑤
酒
井
忠
次
　
⑥
元
和
8
年
（
１
６
２
２
）

⑧
萩
生
徂
徠
の
提
唱
す
る
徂
徠
学
を
教
学
と
し
た
。
昭

和
21
年
5
月
3
日
生
ま
れ
。
成
蹊
大
学
政
経
学
部
卒
　

公
益
財
団
法
人 

致
道
博
物
館 

代
表
理
事 

館
長

①
出
羽
国
　
②
米
澤
藩
　
③
上
杉
家
　
④
第
17
代

⑤
上
杉
謙
信
　
⑥
慶
長
6
年
（
１
６
０
１
）

⑦
宝
在
心
　
⑧
昭
和
18
年
生
ま
れ
。
東
京
大
学
大
学
院

工
学
研
究
系
修
士
課
程
修
了
・
工
学
博
士
　
現
在
Ｊ
Ａ

Ｘ
Ａ
名
誉
教
授
　
米
沢
市
上
杉
博
物
館
名
誉
館
長

①
奥
州
福
島
（
陸
奥
国
）　
②
福
島
藩
　
③
板
倉
家

④
第
20
代
　
⑤
板
倉
重
昌
（
初
代
京
都
所
司
代
　
板
倉

勝
重
二
男
）　
⑥
１
７
０
２
年
　
⑧
昭
和
24
年
10
月
27

日
生
ま
れ
。
東
京
大
学
法
学
部
卒
。
旧
自
治
省
、
総
務

省
に
勤
務
。
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
理
事
長

（
現
在
）
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丹
羽�

長
聰

﹇
に
わ
な
が
と
し
﹈

水
野�

勝
之

﹇
み
ず
の
か
つ
ゆ
き
﹈

阿
部
正
靖

﹇
あ
べ
ま
さ
や
す
﹈

鳥
居�

忠
明

﹇
と
り
い
た
だ
あ
き
ら
﹈

内
藤
　
博

﹇
な
い
と
う
ひ
ろ
し
﹈

德
川�

斉
正

﹇
と
く
が
わ
な
り
ま
さ
﹈

①
陸
奥
国
（
磐
城
国
）　
②
湯
長
谷
藩
　
③
内
藤
家

④
第
17
代
　
⑤
内
藤
正
亮
（
当
時
　
遠
山
姓
を
名
乗
る
）　

⑧
譜
代
大
名
で
転
封
が
全
く
な
か
っ
た
の
は
特
質
で
あ

る
。
　
昭
和
10
年
8
月
生
ま
れ
。
日
本
大
学
芸
術
学
部

卒
業
。
自
営
業
（
石
油
関
連
）。
致
道
会
名
誉
会
長

①
常
陸
国
　
②
水
戸
藩
　
③
徳
川
家
　
④
第
15
代

⑤
徳
川
頼
房
　
⑥
慶
長
14
年
（
１
６
０
９
）

⑧
昭
和
33
年
生
ま
れ
。
尊
敬
す
る
人
は
、
德
川
光
圀
公
。

趣
味
は
、
旅
行
、
音
楽
鑑
賞
、
日
本
美
術
鑑
賞
。
座
右

の
銘
・
信
条
は
、
一
期
一
会
。

①
下
総
国
　
②
結
城
藩
　
③
水
野
家
　
④
第
20
代

⑤
水
野
勝
成
　
⑥
元
禄
13
年
（
１
７
０
０
）

⑧
昭
和
18
年
生
ま
れ
。
尊
敬
す
る
人
は
、
水
野
勝
成
。

趣
味
は
、
ゴ
ル
フ
、
音
楽
、
歴
史
研
究
。

①
下
野
国
　
②
壬
生
藩
　
③
鳥
居
家
　
④
第
16
代

⑤
鳥
居
元
忠
　
⑥
正
徳
2
年
（
１
７
１
２
）

⑦
文
武
共
に
精
出
、
成
徳
達
材

①
陸
奥
国
　
②
二
本
松
藩
　
③
丹
羽
家
　
④
第
18
代

⑤
丹
羽
長
秀
　
⑥
寛
永
20
年
（
１
６
４
３
）

⑧
昭
和
19
年
生
ま
れ
。
尊
敬
す
る
人
は
、
丹
羽
長
秀
、

丹
羽
光
重
。
趣
味
は
、
釣
り
、
読
書
、
史
跡
探
訪
。

①
奥
州
・
磐
城
　
②
棚
倉
藩
　
③
阿
部
家
　
④
第
22
代
　

⑤
阿
部
忠
吉
　
⑥
慶
応
3
年
（
１
８
６
７
）

⑧
昭
和
45
年
慶
應
義
塾
大
学
卒
業
、
平
成
22
年
株
式
会

社
伊
勢
丹
退
職
。
尊
敬
す
る
人
は
、
阿
部
正
外
。
趣
味

は
、
歴
史
書
（
近
代
史
）
の
読
書
。
座
右
の
銘
・
信
条

は
、
大
過
な
く
す
ぎ
る
事
が
最
大
の
大
過
で
あ
る
。
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堀
田�

正
典

﹇
ほ
っ
た
ま
さ
の
り
﹈

本
多�

紀
雄

﹇
ほ
ん
だ
の
り
お
﹈

德
川�

恒
孝

﹇
と
く
が
わ
つ
ね
な
り
﹈

松
平�

忠
昌

﹇
ま
つ
だ
い
ら
た
だ
ま
さ
﹈

牧
野�

忠
由

﹇
ま
き
の
た
だ
よ
り
﹈

牧
野�

忠
昌

﹇
ま
き
の
た
だ
ま
さ
﹈

①
武
蔵
国
　
②
忍
藩
　
③
松
平
家
　
④
第
16
代

⑧
昭
和
19
年
生
ま
れ
。
昭
和
42
年
学
習
院
大
学
経
済
学

部
卒
業
後
、
同
年
４
月
住
友
商
事
入
社
、
勤
務
を
経
て
、

平
成
12
年
石
野
ガ
ス
ケ
ッ
ト
株
式
会
社
取
締
役
を
退

任
、
平
成
20
年
日
産
埼
玉
サ
テ
ィ
オ
退
社
。
公
益
財
団

法
人
忍
郷
友
会
会
長
。
尊
敬
す
る
人
は
、
２
５
０
年
を

超
え
る
太
平
の
世
を
築
か
れ
た
徳
川
家
康
公
。
趣
味
は

ゴ
ル
フ
、
音
楽
鑑
賞
・
演
奏
、
読
書
な
ど
。
座
右
の
銘

は
、「
千
里
の
道
は
一
歩
よ
り
始
ま
る
」、
信
条
は
「
出

逢
い
と
思
い
遣
り
」。

①
越
後
国
　
②
三
根
山
藩
　
③
牧
野
家
　
④
第
15
代

⑤
牧
野
定
成
　
⑥
寛
永
11
年
（
１
６
３
４
）　
⑦
常
在

戦
場
（
参
集
牛
窪
御
壁
書
）　
⑧
昭
和
19
年
7
月
2
日
　

学
習
院
大
学
理
学
部
物
理
学
科
卒
業
。
松
下
電
器
産
業

入
社
。
現
在
一
般
社
団
法
人
尚
友
倶
楽
部
常
務
理
事

①
越
後
国
　
②
長
岡
藩
　
③
牧
野
家
　
④
第
17
代

⑤
牧
野
忠
成
　
⑥
元
和
4
年
（
１
６
１
８
）

⑦
剛
健
質
朴

⑧
初
代
か
ら
幕
末
ま
で
藩
は
移
封
が
な
か
っ
た

（
２
５
０
年
間
）

①
下
総
国
　
②
佐
倉
藩
　
③
佐
倉
堀
田
家
　
④
第
13
代

⑤
家
光
の
腹
心
　
堀
田
正
盛
の
三
男
堀
田
正
俊

⑥
延
享
3
年
（
１
７
４
６
）　
⑦
御
家
三
カ
条

⑧
昭
和
26
年
生
ま
れ
。
趣
味
は
、
ゴ
ル
フ
、
テ
ニ
ス
、

囲
碁
。

①
武
蔵
国
　
②
江
戸
幕
府
　
③
德
川
宗
家
　
④
第
18
代
　

⑧
昭
和
15
年
生
ま
れ
。
学
習
院
大
学
在
学
中
、
2
年
間

英
国
留
学
。
同
大
学
政
経
学
部
卒
業
後
、
日
本
郵
船
株

式
会
社
に
入
社
。
二
度
に
わ
た
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
勤
務

な
ど
を
経
て
同
社
代
表
取
締
役
副
社
長
、
平
成
14
年
か

ら
同
社
顧
問
、
平
成
21
年
2
月
退
社
。
財
団
法
人
斯
文

会
名
誉
会
長
。
公
益
財
団
法
人
德
川
記
念
財
団
理
事
長
。

Ｗ
Ｗ
Ｆ
世
界
保
護
基
金
ジ
ャ
パ
ン
会
長
。

①
駿
河
国
　
②
田
中
藩
　
③
本
多
家
　
④
第
16
代

⑤
本
多
正
重
　
⑥
享
保
15
年
（
１
９
７
０
）

⑧
昭
和
27
年
生
ま
れ
。
昭
和
51
年
3
月
成
蹊
大
学
経
済

学
部
卒
業
、
同
年
4
月
東
京
海
上
火
災
保
険
株
式
会
社

入
社
、
現
在
に
至
る
。
趣
味
は
、
ス
ポ
ー
ツ
観
戦
、
音

楽
鑑
賞
。
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京
極�

高
幸

﹇
き
ょ
う
ご
く
た
か
ゆ
き
﹈

大
河
内�

元
冬

﹇
お
お
こ
う
ち
も
と
ふ
ゆ
﹈

松
平�

定
純

﹇
ま
つ
だ
い
ら
さ
だ
ず
み
﹈

德
川�

宜
子

﹇
と
く
が
わ
こ
と
こ
﹈

牧
野�

行
茂

﹇
ま
き
の
ゆ
き
し
げ
﹈

板
倉�

重
徳

﹇
い
た
く
ら
し
げ
の
り
﹈

①
伊
勢
国
　
②
桑
名
藩
　
③
松
平
家
　
④
第
17
代

⑤
松
平
定
綱
　
⑥
文
政
6
年
（
１
８
２
３
）

⑦
『
質
素
倹
約
』

⑧
昭
和
15
年
（
１
９
４
０
）
12
月
14
日
　
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
州
、H

artnell College 

出
身
　RCA

, General 
Electric, Segate T

echinology 

に
てIPO

（
国
際
購

買
機
構
）
を
歴
任

①
紀
伊
国
　
②
紀
州
藩
　
③
紀
州
徳
川
家
　
④
第
19
代

⑤
德
川
賴
宣
　
⑥
元
和
5
年
（
１
６
１
９
）

⑦
９
代
藩
主
徳
川
治
貞
「
礼
法
に
遵
い
言
行
を
正
し
、

節
倹
を
崇
び
奢
侈
を
止
め
、
政
務
を
勤
め
宴
安
を
戒
め
」

⑧
江
戸
時
代
の
「
学
習
館
」
は
役
人
を
養
成
す
る
学
校

で
あ
っ
た
が
、
明
治
以
降
は
教
員
養
成
学
校
へ
目
的
が

変
更
さ
れ
て
い
る
。

①
備
中
国
　
②
備
中
松
山
藩
　
③
板
倉
家

④
第
19
代
　
⑤
板
倉
勝
重
　
⑥
１
７
４
４
年

⑧
昭
和
50
年
生
ま
れ
。
尊
敬
す
る
人
は
、
板
倉
重
俊

（
父
）。
趣
味
は
、
ゴ
ル
フ
、
子
供
と
遊
ぶ
。

①
丹
後
国
　
②
田
辺
藩
　
③
牧
野
家
　
④
第
16
代

⑤
牧
野
讃
岐
守
康
成
　
⑥
寛
文
8
年
（
１
６
６
８
）

⑧
昭
和
17
年
生
ま
れ
。
尊
敬
す
る
人
は
、
白
洲
次
郎
。

趣
味
は
、
旅
行
、
散
歩
、
料
理
作
り
、
ゴ
ル
フ
。
座
右

の
銘
・
信
条
は
、
美
感
遊
創
（
人
生
で
美
意
識
、
感
性
、

遊
び
心
、
創
造
性
を
バ
ラ
ン
ス
良
く
持
つ
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。）

①
丹
後
国
　
②
峰
山
藩
　
③
京
極
家
　
④
第
16
代

⑤
京
極
高
通
　
⑥
元
和
8
年
（
１
６
２
２
）

⑧
昭
和
40
年
学
習
院
大
学
経
済
学
部
卒
業
。
尊
敬
す
る

人
は
、
徳
川
家
康
。
趣
味
は
、
近
代
史
研
究
。
座
右
の

銘
・
信
条
は
、
敬
神
崇
祖
。

①
三
河
国
　
②
吉
田
藩
　
③
大
河
内
家
　
④
第
15
代

⑧
昭
和
21
年
生
ま
れ
。
昭
和
48
年
早
稲
田
大
学
機
械
工

学
科
修
士
課
程
卒
業
。
趣
味
は
、
読
書
、
ゴ
ル
フ
、
里

山
歩
き
（
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
含
め
）、
ス
キ
ュ
ー
バ
ダ
イ

ビ
ン
グ
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ
、
ビ
リ
ヤ
ー
ド
な
ど
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久
松�

定
智

﹇
ひ
さ
ま
つ
さ
だ
と
も
﹈

立
花�

宗
鑑

﹇
た
ち
ば
な
む
ね
あ
き
﹈

伊
達�

宗
信

﹇
だ
て
む
ね
の
ぶ
﹈

山
内�

豊
功

﹇
や
ま
う
ち
と
よ
こ
と
﹈

阿
部�

正
紘

﹇
あ
べ
ま
さ
ひ
ろ
﹈

①
備
後
福
山
　
②
福
山
藩
　
③
阿
部
家
　
④
第
17
代

⑤
阿
部
正
勝
　
⑥
宝
永
7
年
（
１
７
１
０
）

①
伊
予
国
　
②
伊
予
松
山
藩
　
③
久
松
松
平
家

④
第
20
代
　
⑤
菅
原
道
真
　
⑥
寛
永
12
年
（
１
６
３
５
）　

⑧
昭
54
年
3
月
4
日
　
愛
媛
大
学
大
学
院
連
合
農
学
研

究
科
　
博
士
課
程
　
：Lovisiana State A

rthropod 
M

useum

研
究
員
　
愛
媛
大
学
農
学
部
研
究
員

①
伊
予
国
　
②
宇
和
島
藩
　
③
伊
達
家
　
④
第
13
代

⑤
伊
達
秀
宗
（
伊
達
正
宗
公
の
長
子
）

⑥
元
和
元
年
（
１
６
１
５
）　
⑦
伊
達
正
宗
公
御
教
諭

①
土
佐
国
　
②
土
佐
藩
　
③
山
内
家
　
④
第
19
代

⑤
山
内
一
豊
　
⑥
１
６
０
０
年

⑧
昭
和
15
年
10
月
13
日
生
ま
れ
。
学
習
院
大
学
大
学
院

理
学
部
化
学
課
修
士
課
程
卒
業
。
ダ
ウ
ケ
ミ
カ
ル
㈱
研

究
所
　
山
内
興
業
㈱
社
長
　
山
内
神
社
代
表

①
筑
後
国
　
②
柳
河
藩
　
③
立
花
家
　
④
第
17
代

⑤
立
花
宗
茂
　
⑥
元
和
6
年
（
１
６
２
０
）
再
封

⑧
昭
和
12
年
生
ま
れ
。
三
井
物
産
株
式
会
社
、
日
本
ユ

ニ
シ
ス
株
式
会
社
を
経
て
、
現
在
は
株
式
会
社
御
花
監

査
役
、
立
花
家
史
料
館
館
長
、
公
益
財
団
法
人
軽
井
沢

美
術
文
化
学
院
理
事
。
尊
敬
す
る
人
は
、
立
花
宗
茂
公
、

戸
次
道
雪
公
。
趣
味
は
、
ゴ
ル
フ
、
ス
キ
ー
、
オ
ペ
ラ
。

関
　
勝

﹇
せ
き
ま
さ
る
﹈

①
備
中
国
　
②
新
見
藩
　
③
関
家
　
④
第
13
代

⑤
関
　
長
政
　
⑥
元
禄
10
年

⑧
昭
和
14
年
生
ま
れ
。
尊
敬
す
る
人
は
、
丸
川
松
隠
。

趣
味
は
、
歴
史
小
説
。



37 参加御当主紹介

伊
東
　
祐

﹇
い
と
う
ゆ
う
﹈

島
津�

修
久

﹇
し
ま
づ
の
ぶ
ひ
さ
﹈

黒
田�

長
幹

﹇
く
ろ
だ
な
が
も
と
﹈

多
久�

知
明

﹇
た
く
と
も
あ
き
﹈

細
川�

護
光

﹇
ほ
そ
か
わ
も
り
み
つ
﹈

①
肥
前
国
　
②
佐
賀
藩
多
久
邑
　
③
多
久（
邑
）家

④
第
16
代

⑧
昭
和
36
年
佐
賀
県
鹿
島
市
城
内
生
ま
れ
。
趣
味
は

作
曲
、昆
虫
・
生
物
の
生
態
観
察
。
座
右
の
銘
・
信
条

は
、安
寧
秩
序
。

①
薩
摩
国
・
大
隅
国
・
日
向
国
諸
県
郡
・
琉
球
国
　
②
薩

摩
藩
　
③
島
津
家
　
④
第
32
代
　
⑤
島
津
忠
久
　
⑥
文
治

元
年
（
１
１
８
５
）　
⑦
島
津
忠
良
い
ろ
は
歌
　
い
に
し

へ
の
道
を
聞
き
て
も
唄
へ
て
も
わ
が
行
に
せ
ず
ば
か
ひ
な

し
　
な
ど
　
⑧
進
取
の
気
性
に
富
む
人
材
の
育
成
に
努
め

て
い
ま
す
。
昭
和
13
年
2
月
東
京
都
に
生
ま
れ
る
。
㈱
島

津
興
業
代
表
取
締
役
会
長
　（
宗
）
照
国
神
社
宮
司
　
元

鹿
児
島
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
元
鹿
児
島
県
経
済
同
友

会
代
表
幹
事
　（
公
財
）
鹿
児
島
奨
学
会
会
長
　
㈳
茶
道

裏
千
家
淡
交
会
理
事
・
鹿
児
島
支
部
会
長
　
㈶
島
津
宗
家

記
念
財
団
代
表
理
事

①
肥
後
国
　
②
熊
本
藩
　
③
細
川
家
　
④
第
19
代

⑤
細
川
藤
孝
　
⑥
寛
永
9
年
（
１
６
３
２
）

①
筑
前
国
　
②
秋
月
黒
田
藩
　
③
黒
田
家
　
④
第
15
代

第
14
代
黒
田
長
榮
（
な
が
ひ
で
）
代
理

⑤
黒
田
長
興
　
⑥
寛
永
元
年
（
１
６
２
４
）　
⑦
水
五

訓
（
黒
田
如
水
よ
り
伝
わ
る
も
の
）

⑧
昭
和
43
年
7
月
16
日
　
東
京
大
学
法
学
部
　
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
・
リ
ス
ウ
ス
グ
ル
ー
プ
㈱
デ
ィ
レ
ク
タ
ー

①
肥
前
国
　
②
佐
賀
藩
　
③
伊
東
（
佐
賀
伊
東
本
家
）

（
鍋
島
本
藩
　
分
家
）　
④
第
38
代

⑤
鍋
島
直
茂
　
伊
東
家
祖
は
藤
原
南
家
　
武
智
麻
呂

⑦
鳥
ノ
子
帳
お
壁
書
　
二
十
一
ヶ
条

⑧
学
歴 M

aster course student M
BA

 

（M
aster 

of Business A
dm

inistration

） Graduate shool 
of literature U

niversity of Sbi

現
在
　
熊
本
大
学
大
学
院 

佐
々
木
教
授 

研
究
室
所

属 

研
究
員
　Royal Princess of Rose  （CEO

）
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創
立
年
代	

― 

安
永
元
年
（
１
７
７
２
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

伊だ

達て

重し
げ

村む
ら

校
訓	

― 

天
地
は
万
民
を
養
ひ
、
聖
人
は
賢
を
養
ひ

て
、
以
て
万
民
に
及
ぼ
す

概
要	

― 

元
文
元
年
（
１
７
３
６
）
５
代
藩
主
伊
達

吉
村
が
、
仙
台
北
三
番
丁
に
学
問
所
を
設
置
し
、
藩

士
の
子
弟
を
教
育
し
た
。
７
代
藩
主
重
村
は
宝
暦
10

年
（
１
７
６
０
）
学
問
所
を
北
一
番
丁
に
移
し
校
舎

の
拡
大
を
は
か
り
、
安
永
元
年
（
１
７
７
２
）「
養

賢
堂
」
と
命
名
し
た
。
文
化
14
年
（
１
８
１
７
）
に

は
、
二
十
五
間
四
方
、
二
十
五
室
、
三
千
名
を
収
容

す
る
大
講
堂
が
落
成
し
、
ま
た
講
堂
の
東
に
霊
廟
が

設
け
ら
れ
、
蔵
版
倉
・
製
本
所
・
学
寮
・
穀
蔵
・
剣

槍
道
場
・
柔
術
道
場
が
置
か
れ
た
。
養
賢
堂
は
、
朱

子
学
と
礼
法
を
基
本
と
す
る
学
科
に
兵
学
を
加
え
、

更
に
は
洋
学
教
育
の
拡
充
を
図
り
洋
学
科
も
新
設
さ

れ
た
。
ま
た
、
全
国
で
最
初
の
医
学
校
が
創
設
さ
れ

る
な
ど
、
多
様
な
分
野
を
網
羅
す
る
藩
校
へ
と
発
展

し
た
。

創
立
年
代	

― 

慶
応
元
年
（
１
８
６
５
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

南な
ん

部ぶ

利と
し

剛ひ
さ

校
訓	

― 

有
為
な
る
人
材
の
輩
出

概
要	

― 

寛
文
年
間
（
１
６
６
５
）
に
「
御
稽
古
所
」

と
し
て
盛
岡
城
下
に
開
設
さ
れ
、
武
芸
教
育
が
主
で

あ
っ
た
の
で
、
文
化
2
年
（
１
８
０
５
）、
藩
主
利

敬
が
江
戸
よ
り
儒
者
下
田
三
蔵
を
招
い
て
儒
学
を
取

り
入
れ
、
文
武
両
道
の
教
育
が
併
せ
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
天
保
11
年
（
１
８
４
０
）
藩
主
利
済
は

「
明
義
堂
」
と
い
う
校
名
を
つ
け
充
実
し
た
教
育
を

行
っ
た
。
藩
主
利
剛
は
藩
校
明
義
堂
の
学
制
改
革
を

行
い
、
文
学
・
武
芸
・
医
学
・
儒
学
の
ほ
か
に
国
学

も
教
科
と
し
て
取
り
入
れ
、慶
応
元
年
（
１
８
６
５
）

に
新
た
に
「
作
人
館
」
と
改
称
し
た
。

●問い合わせ先
桜山神社内　坂本
TEL：019-622-2061

作さ
く

人じ
ん

館か
ん�

岩
手
県
盛
岡
市

盛も
り

岡お
か

藩は
ん

　［
20
万
石
］��

①�

養よ
う

賢け
ん

堂ど
う�

宮
城
県
仙
台
市

仙せ
ん

台だ
い

藩は
ん

　［
62
万
石
］��

②�

作人館跡

●問い合わせ先
伊達家伯記念會（だてかはくきねんかい）
〒980-0805 宮城県仙台市青葉区大手町10-23
TEL/FAX：022-213-4840養賢堂
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創
立
年
代	

― 

文
久
3
年
（
１
８
６
３
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

織お

田だ

信の
ぶ

学み
ち

校
訓	

― 

一
、  

日
の
計

は
か
り
ご
とは

鶏け
い

鳴め
い

に
あ
り
、
鶏
鳴
に
起

き
ざ
れ
ば
、
一
日
空
な
し
。

 

一
、  

年
の
計
は
陽
春
に
あ
り
、
陽
春
に
耕

さ
ざ
れ
ば
、
秋
実
ら
ず
。

 

一
、  

期
の
計
は
幼
稚
に
あ
り
、
幼
稚
に
学

ば
ざ
れ
ば
、
老
い
て
後
悔
や
む
。

概
要	

― 

藩
主
織
田
家
は
高
畠
時
代
よ
り
儒
臣
武
田

孫
兵
衛
ら
に
講
釈
を
さ
せ
て
お
り
、
天
童
移
転
後
も

た
び
た
び
文
武
奨
励
を
家
臣
に
対
し
て
達
し
て
い

た
。
天
童
藩
に
藩
校
が
創
立
さ
れ
た
の
は
文
久
3
年

（
１
８
６
３
）
の
こ
と
で
あ
り
、
養
正
館
と
呼
ば
れ

た
。
こ
れ
は
、
佐
藤
重
剛
が
独
力
で
建
築
し
、
藩
に

献
納
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
慶
応
元
年（
１
８
６
５
）

の
達
で
は
、
坊
主
格
以
上
、
30
歳
以
下
の
者
は
毎
日

午
刻
（
午
前
12
時
）
よ
り
申
刻
（
午
後
4
時
）
ま
で

学
校
に
出
席
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
部
屋
住
の
者
は
終

日
通
学
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
教
科
は
四
書
五
経
を

専
務
と
し
た
。
戊
辰
戦
争
で
焼
失
し
た
が
、
明
治
2

年
（
１
８
６
９
）
に
学
舎
が
新
築
さ
れ
、
北
隣
に

は
幼
年
者
の
習
字
稽
古
所
で
あ
る
筆
学
所
が
新
設

さ
れ
た
。

創
立
年
代	

― 

文
化
2
年
（
１
８
０
５
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

酒さ
か

井い

忠た
だ

徳あ
り

校
訓	

― 

国
家
の
御
用
に
立
つ
人
物
の
育
成
　
文
武

兼
備
、
人
情
に
達
し
、
時
務
を
知
る
人
物
の
育
成

概
要	

― 

寛
政
12
年
（
１
８
０
０
）
大
宝
寺
に
校
地

を
定
め
、
備
前
の
閑
谷
学
校
を
参
考
に
享
和
2
年

（
１
８
０
２
）
着
工
、
文
化
2
年
（
１
８
０
５
）
聖

廟
以
下
の
諸
建
物
を
完
成
し
た
。
校
名
を
致
道
館
と

名
付
け
、
校
長
に
あ
た
る
祭
酒
に
白
井
矢
太
夫
を
任

命
し
、
同
年
2
月
晦
日
開
校
し
た
。
初
期
の
致
道
館

の
教
育
は
成
人
教
育
に
重
点
を
置
き
、
家
中
に
儒

学
・
軍
学
の
聴
講
を
義
務
づ
け
た
が
、
文
化
13
年
政

教
一
致
の
目
的
か
ら
致
道
館
を
三
ノ
丸
に
移
し
て
か

ら
は
、
句
読
所
・
本
舎
・
外
舎
な
ど
の
校
舎
を
増
築

し
、
句
読
所
、
終
日
詰
、
外
舎
、
試
舎
生
な
ど
の
初

等
教
育
か
ら
高
等
教
育
に
至
る
教
科
課
程
を
定
め

た
。
学
風
は
徂
徠
学
で
、
自
学
自
習
、
会
業
な
ど
で

個
性
尊
重
の
英
才
教
育
を
行
っ
た
。

●問い合わせ先
史跡旧致道館管理事務室
〒997-0035 山形県鶴岡市馬場町11-45
TEL：0235-23-4672

●問い合わせ先
旧東村山郡役所資料館
〒994-0041 山形県天童市五日町2-4-8
TEL/FAX：023-653-0631

致ち

道ど
う

館か
ん�

山
形
県
鶴
岡
市

庄し
ょ
う

内な
い

藩は
ん

　［
14
万
石
］��

③�史跡旧致道館　聖廟と表御門

養よ
う

正せ
い

館か
ん�

山
形
県
天
童
市

天て
ん

童ど
う

藩は
ん

　［
2
万
3
千
１
５
０
石
］��

④�旧東村山郡役所資料館
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興こ
う

譲じ
ょ
う

館か
ん�

山
形
県
米
沢
市

米よ
ね

澤ざ
わ

藩は
ん

　［
15
万
石
］��

⑤�
創
立
年
代	

― 

安
永
5
年
（
１
７
７
６
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

上う
え

杉す
ぎ

治は
る

憲の
り

（
鷹よ

う

山ざ
ん

）

校
訓	

― 「
興
譲
」
の
精
神

 

・
自
他
の
生
命
を
尊
重
す
る
精
神

 

・
己
を
磨
き
、
誠
を
尽
く
す
精
神

 

・
世
の
た
め
に
尽
く
す
精
神

概
要	

― 

藩
政
改
革
を
推
進
し
、
米
澤
藩
を
再
建
し

た
上
杉
治
憲
（
鷹
山
）
が
、
学
問
は
国
を
治
め
る
根

元
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
基
づ
き
、
現
実
の
政
治
や

経
済
に
役
立
つ
「
実
学
」
を
根
付
か
せ
る
た
め
に
、

廃
れ
て
い
た
学
館
の
再
興
を
図
り
、
細
井
平
洲
を
招

き
、
藩
校
「
興
譲
館
」
を
創
設
し
た
。

　
校
名
は
「
大
学
」
の
「
一
家
仁
一
国
興
仁
、
一
家

譲
一
国
興
譲
」
を
由
来
と
し
、
学
則
を
「
管
子
」
弟

子
職
よ
り
定
め
、
実
学
重
視
に
基
づ
き
、
治
国
に
資

す
る
も
の
は
、
朱
子
学
・
陽
明
学
等
学
派
に
こ
だ
わ

ら
ず
講
究
し
、
多
数
の
有
為
な
人
材
を
輩
出
し
た
。

創
立
年
代	

― 

文
政
年
間
（
１
８
１
８
～
１
８
３
０
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

板い
た

倉く
ら

重し
げ

昌ま
さ

概
要	

― 

延
宝
年
間
、
藩
主
本
多
恵
国
に
よ
り
「
講

習
所
」
が
創
設
さ
れ
た
と
い
う
。
本
多
家
は
僅
か
な

期
間
の
み
で
あ
り
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
元
禄
15

年
（
１
７
０
２
）
に
板
倉
家
が
信
州
よ
り
転
封
し
て

く
る
と
、
文
政
年
間
、
藩
主
板
倉
勝
俊
に
よ
り
講
学

所
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
烏
山
藩
時
代
に
板
倉

重
矩
が
創
設
し
た
藩
学
を
再
興
し
た
も
の
と
い
う
。

江
戸
藩
邸
内
に
も
学
問
所
が
設
置
さ
れ
、
福
島
お
よ

び
江
戸
に
お
い
て
藩
士
子
弟
へ
の
教
授
が
行
わ
れ

た
。
両
所
で
は
、
朱
子
学
を
宗
と
し
、
四
書
五
経
や

近
思
録
、
孝
経
・
小
学
を
基
本
と
し
た
。
明
治
元
年

（
１
８
６
８
）
に
陣
屋
を
三
河
国
重
原
に
移
し
、
藩

学
も
重
原
で
創
設
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

●問い合わせ先
山形県立米沢興譲館高等学校
〒992-1443 山形県米沢市大字笹野1101
TEL：0238-38-4741　FAX：0238-38-2531学則の扁額

講こ
う

学が
く

所し
ょ�

福
島
県
福
島
市

福ふ
く

島し
ま

藩は
ん

　［
3
万
石
］��

⑥�福島城大手門跡
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創
立
年
代	

― 

天
保
14
年
（
１
８
４
３
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

内な
い

藤と
う

政ま
さ

恒つ
ね

校
訓	

― 

漢
学
・
和
学
・
剣
術
・
槍
術
・
弓
術
の
学
び

概
要	

― 

致
道
館
は
、
天
保
14
年
（
１
８
４
３
）、
10

代
藩
主
内
藤
政
民
の
命
に
よ
り
、
郭
内
広
小
路
に
設

立
さ
れ
た
。
藩
士
右
色
伝
（
賢
由
）、
も
と
磐
城
平

藩
藩
校
侑
賢
堂
助
教
吉
田
庸
弥
（
敦
和
、
景
雲
と
号

す
）
が
、
子
弟
の
教
育
に
あ
た
っ
た
。
俊
英
関
口
愷

雄
は
、
17
歳
に
し
て
致
道
館
の
助
教
と
な
っ
た
。
教

科
に
は
、
漢
字
・
和
学
・
剣
術
・
槍
術
・
柔
術
が

あ
っ
た
。
明
治
2
年
（
１
８
６
９
）、
命
を
受
け
て

藩
士
三
好
五
郎
が
致
道
館
の
機
構
改
革
に
着
手
し
て

い
た
が
、
明
治
4
年
廃
藩
に
よ
り
そ
れ
ま
で
と
な
っ

た
。
明
治
4
年
の
『
湯
長
谷
藩
録
高
及
び
人
名
』
に

は
、
吉
田
庸
弥
・
関
口
愷
雄
の
名
前
の
み
で
、
三
好

五
郎
名
は
見
出
せ
な
い
が
、
医
師
三
好
廉
人
を
五
郎

に
あ
て
る
考
え
方
が
あ
る
。

創
立
年
代	

― 

宝
暦
11
年
（
１
７
６
１
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

松ま
つ

平だ
い
ら

頼よ
り

寛ひ
ろ

概
要	

― 

守
山
藩
は
、
正
庁
は
江
戸
大
塚
に
置
き
、

奥
陸
守
山
と
常
陸
松
川
に
陣
屋
を
置
い
た
。
藩
主
は

江
戸
城
で
大
学
頭
と
な
り
常
駐
し
て
、
守
山
陣
屋
に

は
一
度
も
来
て
い
な
い
。
守
山
陣
屋
に
残
る
資
料
で

調
べ
た
も
の
で
、
正
庁
の
あ
っ
た
大
塚
の
こ
と
や
松

川
陣
屋
に
つ
い
て
は
詳
細
を
欠
く
。

致ち

道ど
う

館か
ん�

福
島
県
い
わ
き
市

湯ゆ

長な
が

谷や

藩は
ん

　［
1
万
5
千
石
］��

⑦�湯長谷藩館跡

養よ
う

老ろ
う

館か
ん�

福
島
県
郡
山
市

守も
り

山や
ま

藩は
ん

　［
2
万
石
］��

⑧�
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立り
っ

教き
ょ
う

館か
ん�

福
島
県
白
河
市

白し
ら

河か
わ

藩は
ん

　［
11
万
石
］��

⑨�
創
立
年
代	

― 

寛
政
3
年
（
１
７
９
１
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

松ま
つ

平だ
い
ら

定さ
だ

信の
ぶ

校
訓	

― 

五
倫
五
常
の
道
を
は
ず
さ
ず
行
末
は
国
の

光
と
み
ち
の
く
や
こ
と
ば
の
露
も
王
と

概
要	

― 

寛
政
3
年
（
１
７
９
１
）、
藩
主
松
平
定
信

が
白
河
城
下
会
津
町
に
立
教
館
を
設
立
し
た
。
立
教

館
は
久
松
松
平
家
初
代
定
綱
（
桑
名
藩
主
）
が
城
内

に
設
け
た
学
問
所
に
始
ま
る
と
い
わ
れ
る
。
立
教
館

に
は
座
学
を
学
ぶ
就
学
館
と
武
芸
を
学
ぶ
講
武
所
と

が
あ
っ
た
。
文
化
6
年
（
１
８
０
９
）
焼
失
、
享
和

元
年
（
１
８
０
１
）
規
模
を
拡
大
し
て
再
建
。
文
政

6
年
（
１
８
２
３
）
松
平
氏
の
伊
勢
国
桑
名
転
封
と

と
も
に
立
教
館
も
桑
名
に
移
っ
た
。
白
河
の
立
教
館

は
か
わ
っ
て
入
封
し
た
阿
部
氏
に
引
き
つ
が
れ
、
文

政
8
年
（
１
８
２
５
）
5
月
、
藩
校
修
道
館
と
し
て

開
校
さ
れ
た
。
10
歳
以
上
の
藩
士
子
弟
が
文
武
を
兼

修
し
た
。
在
町
の
者
で
も
願
い
出
の
う
え
修
学
を
許

可
す
る
と
の
内
規
も
あ
っ
た
。

創
立
年
代	

― 

文
化
14
年
（
１
８
１
７
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

丹に

羽わ

長な
が

富と
み

概
要	

― 

二
本
松
藩
は
家
塾
型
の
藩
校
で
あ
り
、
文

武
の
各
師
範
宅
に
藩
費
で
教
場
が
設
置
さ
れ
、
文
学

７
校
、
兵
学
1
校
、
武
術
13
校
の
あ
わ
せ
て
21
校
が

あ
っ
た
。
文
化
14
年
（
１
８
１
７
）
に
創
設
さ
れ
た

「
敬
學
館
」
は
、
こ
こ
で
学
ぶ
生
徒
の
う
ち
士
分
以

上
の
も
の
が
、
定
め
ら
れ
た
日
割
に
従
っ
て
出
席

す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
共
同
学
修
の
場
と
し
て

の
文
武
学
館
で
あ
り
、
本
校
と
称
さ
れ
、
敷
地
内

に
は
武
芸
所
・
射
的
場
お
よ
び
手
習
所
が
設
け
ら

れ
た
。
就
学
に
つ
い
て
は
藩
士
の
嫡
子
は
10
歳
か
ら

12
歳
ま
で
の
3
ヵ
年
、
二･

三
男
は
願
い
に
よ
っ
て

許
可
し
た
と
い
わ
れ
る
。
現
在
、「
敬
學
舘
圖
書
章
」

の
蔵
書
印
が
押
印
さ
れ
た
合
計
1
千
４
７
４
冊
の
教

科
書
が
残
さ
れ
て
お
り
、
市
有
形
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
る
。

●問い合わせ先
公益財団法人 立教志塾
〒961-0951福島県白河市中町6
TEL：0248-23-1427

●問い合わせ先
二本松市教育委員会文化課
TEL：0243-55-5154

立教館跡

扁額「敬學」

敬け
い

學が
く

館か
ん�

福
島
県
二
本
松
市

二に

本ほ
ん

松ま
つ

藩は
ん

　［
10
万
7
百
石
］��

⑩�
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創
立
年
代	

― 

明
治
2
年
（
１
８
６
９
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

阿あ

部べ

正ま
さ

功こ
と

概
要	

― 「
修
道
館
」
は
白
河
藩
主
で
あ
っ
た
阿

部
正
篤
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
が
、
慶
応
3
年

（
１
８
６
７
）
の
棚
倉
転
封
に
よ
り
閉
館
し
た
。
明

治
2
年
（
１
８
６
９
）
に
版
籍
奉
還
で
棚
倉
藩
知
事

と
な
っ
た
阿
部
正
功
は
、
戊
辰
戦
争
に
よ
り
疲
弊
し

た
藩
の
立
て
直
し
を
行
う
た
め
に
修
道
館
を
復
興
し

た
。
教
科
用
書
物
と
学
規
は
白
河
藩
時
代
と
同
じ
で

あ
っ
た
が
、
武
科
を
分
離
し
て
文
学
を
修
め
さ
せ

た
。
武
術
等
は
別
施
設
。
教
科
書
は
、
日
本
書
紀
、

続
日
本
記
、
史
記
評
林
、
漢
書
評
林
、
後
漢
書
、
貞

観
政
要
、
韓
非
子
解
詁
全
書
、
戦
国
策
、
小
学
内
篇

（
日
新
館
蔵
版
小
学
）、
四
書
五
経
等
。
明
治
4
年
に

廃
館
。
明
治
5
年
に
藩
校
跡
に
修
道
小
学
校
を
建

て
、
明
治
6
年
に
棚
倉
小
学
校
と
改
称
す
る
。

●問い合わせ先
棚倉町立図書館
〒963-6131
福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字新町21-1
TEL：0247-33-4342

●問い合わせ先
茨城県水戸土木事務所偕楽園公園課
弘道館事務所
〒310-0011 茨城県水戸市三の丸1-6-29
TEL：029-231-4725　FAX：029-227-7584
E-mail：kodokan@pref.ibaraki.lg.jp

棚倉城跡

弘道館

修し
ゅ
う

道ど
う

館か
ん�

福
島
県
東
白
川
郡
棚
倉
町

棚た
な

倉ぐ
ら

藩は
ん

　［
6
万
石
］��

⑪�

弘こ
う

道ど
う

館か
ん�

茨
城
県
水
戸
市

水み

戸と

藩は
ん

　［
35
万
石
］��

⑫�

創
立
年
代	

― 

天
保
12
年
（
１
８
４
１
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

徳と
く

川が
わ

斉な
り

昭あ
き

校
訓	

― 

神
儒
一
致
・
忠
孝
一
致
・
文
武
一
致
・
学

問
事
業
一
致
・
治
教
一
致

概
要	

― 

第
九
代
藩
主
徳
川
斉
昭
が
天
保
12
年

（
一
八
四
一
）
に
開
設
（
仮
開
館
）。
敷
地
面
積
は
約

5
万
7
千
坪
（
17
万
8
千
２
０
０
㎡
）
と
日
本
最
大

で
あ
る
。
天
保
8
年
、
斉
昭
は
藤
田
東
湖
に
命
じ
て

建
学
の
趣
旨
を
明
示
し
た
文
章
を
起
草
さ
せ
、
同
9

年
、
斉
昭
の
名
で
「
弘
道
館
記
」
と
し
て
公
表
さ
れ

た
。
諸
施
設
の
工
事
は
同
12
年
7
月
に
お
お
む
ね
終

了
、
翌
8
月
1
日
に
仮
開
式
を
挙
行
。
本
開
館
式
が

行
わ
れ
た
の
は
安
政
4
年
（
１
８
５
７
）
で
あ
る
。

明
治
元
年
（
１
８
６
８
）、
藩
内
抗
争
で
文
館
・
武

館
・
医
学
館
な
ど
消
失
（
弘
道
館
の
戦
い
）。
同
5

年
、
学
制
発
布
に
伴
っ
て
閉
館
。
消
失
を
免
れ
た
学

校
御
殿
（
正
庁
）
は
、
同
4
年
か
ら
水
戸
県
庁
と
し

て
、
同
5
年
か
ら
同
15
年
ま
で
は
茨
城
県
庁
と
し
て

使
用
さ
れ
た
。
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秉へ
い

彝い

館か
ん�

茨
城
県
結
城
市

結ゆ
う

城き

藩は
ん

　［
1
万
8
千
石
］��

⑬�
創
立
年
代	

― 

天
保
元
年
（
１
８
３
０
）
頃

創
立
時
の
藩
主	

― 

水み
ず

野の

勝か
つ

愛ざ
ね

校
訓	

― 

忠
孝
の
道
を
涵
養
す

概
要	

― 

結
城
藩
校
は
天
保
元
年
（
１
８
３
０
）
頃

11
代
藩
主
水
野
勝か

つ

愛ざ
ね

に
よ
り
城
内
三
ノ
丸
に
創
設
さ

れ
「
秉
彝
館
」
と
称
し
た
。
初
代
学
頭
に
は
同
9
年

（
１
８
３
８
）
に
招
聘
さ
れ
た
猪
瀬
周
助
が
任
じ
ら

れ
た
。
歴
代
の
学
頭
の
過
半
は
朱
子
学
派
で
あ
り
学

風
も
朱
子
学
を
宗
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
主
に
漢

字
が
教
授
さ
れ
四
書
五
経
の
文
選
の
素
読
よ
り
進
ん

で
解
釈
に
至
り
学
習
進
度
に
伴
い
一
等
生
か
ら
四
等

生
ま
で
の
等
級
が
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に
普
段
は
職

務
に
従
事
し
て
い
た
員
外
生
が
あ
っ
た
。
安
政
6
年

（
１
８
５
９
）
に
職
制
強
化
が
な
さ
れ
た
が
こ
れ
は

安
政
期
の
藩
政
改
革
の
一
環
に
「
秉
彝
館
」
が
位
置

し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
医
学
館
も
あ
っ
た

が
藩
乱
の
兵
火
に
合
い
建
物
及
び
和
漢
の
書
器
貝
諸

帳
簿
等
一
切
を
失
っ
た
。

創
立
年
代	

― 

正
徳
3
年
（
１
７
１
３
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

鳥と
り

居い

忠た
だ

英て
る

校
訓	

― 

初
代
鳥
居
元
忠
以
来
「
文
武
共
に
精
出
、

成
徳
達
材
」

概
要	

― 

正
徳
2
年
（
１
７
１
２
）
に
近
江
国
水
口

か
ら
入
封
し
た
藩
主
鳥
居
忠
英
に
よ
っ
て
、
翌
年
正

月
に
創
設
さ
れ
た
。
藩
校
〈
文
武
場
〉
で
は
兵
書
を

冨
田
覚
真
に
講
義
さ
せ
、
ま
た
成
績
優
秀
な
藩
士
を

伊
藤
東
涯
の
古
義
堂
に
入
門
さ
せ
漢
籍
を
研
究
さ
せ

た
。
学
風
は
古
学
（
仁
斎
学
）
が
重
ん
じ
ら
れ
た

が
、
藩
主
忠
挙
の
弘
化
3
年
（
１
８
４
６
）、
文
武

藩
校
を
合
併
し
校
名
を
〈
学
習
館
〉
と
し
、
公
式
の

教
義
に
「
朱
子
学
」
を
併
用
し
た
。
ま
た
江
戸
藩
邸

に
藩
校
〈
自
成
堂
〉
を
設
け
、
太
田
熊
山
（
泰
蔵
）

に
学
頭
を
命
じ
た
。
維
新
後
、
江
戸
藩
邸
内
の
剣
道

場
を
〈
学
習
館
〉
に
併
合
し
、
文
武
館
と
称
し
て
拡

張
さ
れ
よ
う
と
し
た
が
、
明
治
4
年
（
１
８
７
１
）

11
月
の
壬
生
県
の
廃
県
に
よ
り
閉
鎖
さ
れ
た
。

●問い合わせ先
小林寿平
〒307-0001 茨城県結城市結城12449
TEL：0296-32-0872

●問い合わせ先
壬生町立歴史民俗資料館
〒321-0225 栃木県下都賀郡壬生町本丸1-8-33
TEL/FAX：0282-82-8544
E-mail：rekimin@town.mibu.tochigi.jp

結城城跡歴史公園（聰敏神社）

壬生藩校出版物

学が
く

習し
ゅ
う

館か
ん�

栃
木
県
下
都
賀
郡
壬
生
町

壬み

生ぶ

藩は
ん

　［
3
万
石
］��

⑭�
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創
立
年
代	

― 

文
政
8
年
（
１
８
２
５
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

松ま
つ

平だ
い
ら

忠た
だ

堯た
か

概
要	

― 

文
政
6
年
（
１
８
２
３
）
に
桑
名
か
ら
転

封
し
て
き
た
松
平
下
総
守
家
は
、
桑
名
藩
時
代
に
設

立
し
た
藩
校
進
脩
館
を
天
保
6
年
（
１
８
３
５
）、

忍
城
外
郭
下
荒
井
の
地
に
再
興
し
た
。
藩
儒
は
文
政

6
年
に
登
用
さ
れ
た
京
学
派
の
波
山
が
重
要
な
役
割

を
担
っ
た
。
藩
士
子
弟
は
10
歳
に
達
し
た
ら
入
学
す

る
こ
と
と
さ
れ
、
儒
学
（
朱
子
学
）・
軍
学
（
北
条

流
）
は
士
分
以
上
の
必
須
、
算
術
・
習
字
は
御
切
米

以
下
の
者
の
学
科
と
さ
れ
た
。
軍
学
は
士
鑑
要
法
を

教
科
書
と
し
た
。
明
治
元
年
（
１
８
６
９
）
9
月
に

藩
政
改
革
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
一
環
と
し
て
洋
学
教

官
・
学
監
・
学
開
所
下
役
の
三
役
を
新
た
に
置
く
と

と
も
に
、
培
根
堂
・
国
学
館
・
洋
学
館
が
新
設
さ
れ

た
。
廃
藩
置
県
に
よ
り
廃
校
と
な
っ
た
。

　
進
脩
館
由
来
本
の
「
資し

治じ

通つ

鑑が
ん

」
な
ど
は
、
現
在

地
元
の
熊
谷
・
浦
和
両
高
等
学
校
に
保
存
さ
れ
て
い

る
。
又
、
進
脩
館
の
扁
額
は
行
田
市
郷
土
博
物
館
に

保
存
さ
れ
て
い
る
。

創
立
年
代	

― 

文
政
10
年
（
１
８
２
７
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

松ま
つ

平だ
い
ら

斉な
り

典つ
ね

校
訓	

― 

一
、  

学
問
は
人
た
る
の
道
を
知
て
是
を
身
に

行
ひ
己
を
修
め
人
を
も
治
む
べ
き
為
に

て
あ
れ
ば
徳
行
は
本
な
り
、
文
芸
は
末

也
と
思
ふ
べ
し
。

 

一
、  

自
他
共
に
恭
敬
を
厚
く
し
て
貴
賎
長

幼
の
礼
法
を
正
し
く
、
仮
に
も
戯
虐

の
言
傲
慢
の
行
有
べ
か
ら
ず
。

 

一
、  

学
術
は
孔
孟
程
朱
の
正
脈
を
崇
び
守

る
べ
し
。

概
要	

― 

　
文
政
10
年
（
１
８
２
７
）
設
立
の
講
学

所
は
、
15
～
40
歳
以
上
の
次
男
、
三
男
ま
で
の
藩
士

や
そ
の
子
弟
が
学
び
、
月
3
回
も
し
く
は
6
回
の
講

釈
が
中
心
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
与
力
・
大
役
人
以
下

の
下
級
武
士
ま
で
が
受
講
の
対
象
で
あ
っ
た
。
そ
の

後
、
文
政
12
年
（
１
８
２
９
）
に
は
、
８
歳
に
な
る

と
入
学
し
、
素
読
か
ら
学
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
講
学
所
の
学
問
は
、
宋
時
代
の
朱
熹
な
ど
の
学
問

で
、
実
践
道
徳
を
唱
え
る
漢
学
が
中
心
で
あ
っ
た
。

ま
た
謝
礼
金
な
ど
は
と
ら
ず
、
一
切
が
藩
費
で
行
わ

れ
た
。

●問い合わせ先
公益財団法人 忍郷友会
〒361-0073 埼玉県行田市行田5-10
スリーハートビル3F
TEL：048-556-9000　FAX：048-556-9007
E-mail：gyoda@oshi-goyukai.or.jp

●問い合わせ先
川越市立博物館
〒350-0053 埼玉県川越市郭町2-30-1
TEL：049-222-5399　FAX：049-222-5396
E-mail：tsubasakan@city.kawagoe.saitama.jp

伝・藩校進脩館表門（旧芳川家表門）

川越城　本丸御殿

進し
ん

脩し
ゅ
う

館か
ん�

埼
玉
県
行
田
市

忍お
し

藩は
ん

　［
10
万
石
］��

⑮�

講こ
う

学が
く

所じ
ょ

（
博は

く

喩ゆ

堂ど
う

）�

埼
玉
県
川
越
市

川か
わ

越ご
え

藩は
ん

　［
15
万
石
］��

⑯�
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成せ
い

徳と
く

書し
ょ

院い
ん�

千
葉
県
佐
倉
市

佐さ

倉く
ら

藩は
ん

　［
11
万
石
］��

⑰�
創
立
年
代	

― 

寛
政
4
年
（
１
７
９
２
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

堀ほ
っ

田た

正ま
さ

順あ
り

校
訓	

― 

朱
子
「
白
鹿
洞
書
院
掲
示
」

概
要	

― 

老
中
と
し
て
日
本
を
開
国
に
導
い
た
堀
田

正
睦
は
、
藩
政
改
革
の
一
環
と
し
て
藩
校
を
拡
充
し

て
「
成
徳
書
院
」
と
改
め
、
朱
子
学
を
根
底
に
し
つ

つ
洋
学
（
蘭
学
・
英
学
等
）
を
取
り
入
れ
、
人
材
を

育
成
し
た
。
医
学
所
で
は
順
天
堂
を
開
い
た
佐
藤
泰

然
ら
に
よ
っ
て
西
洋
医
学
が
教
授
さ
れ
、
演
武
場
で

は
刀
術
・
砲
術
等
の
武
芸
が
教
授
さ
れ
た
。
明
治
維

新
後
は
私
立
学
校
と
し
て
存
続
し
た
が
、
明
治
32
年

に
県
立
中
学
校
と
な
り
、
戦
後
の
学
制
改
革
に
よ
っ

て
県
立
佐
倉
高
等
学
校
と
な
っ
た
。

創
立
年
代	

― 

寛
政
9
年
（
１
７
９
７
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

徳と
く

川が
わ

家な
り

斉あ
き

概
要	

― 

徳
川
5
代
将
軍
綱
吉
は
儒
学
の
振
興
を
図

る
た
め
、
元
禄
3
年
（
１
６
９
０
）、
湯
島
の
地
に

聖
堂
を
創
建
し
て
上
野
忍
岡
の
林
家
私
邸
に
あ
っ
た

廟
殿
と
林
家
の
家
塾
を
こ
こ
に
移
し
、
官
学
の
府
と

し
て
の
規
模
を
拡
大
・
整
頓
し
た
。
こ
れ
が
昌
平
坂

学
問
所
（
現
在
の
湯
島
聖
堂
）
の
始
ま
り
で
あ
る
。

そ
の
後
、
お
よ
そ
百
年
を
経
、
松
平
定
信
の
寛
政
の

改
革
に
伴
い
、
文
教
刷
新
策
と
し
て
朱
子
学
を
正
学

と
し
て
振
興
す
る
政
策
（
寛
政
異
学
の
禁
）
に
よ

り
、
寛
政
9
年
（
１
7
９
７
）、
幕
府
直
轄
学
校
と

し
て
、
世
に
名
高
い
昌
平
坂
学
問
所
、
通
称
昌
平
黌

を
開
設
し
た
。
明
治
維
新
を
迎
え
る
と
聖
堂
・
学
問

所
は
新
政
府
の
所
管
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
当
初
、

学
問
所
は
大
学
校
・
大
学
と
改
称
さ
れ
な
が
ら
存
置

さ
れ
た
が
、
明
治
4
年
（
１
８
７
１
）
こ
れ
を
廃
し

て
文
部
省
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、
林
羅
山
以
来

２
４
０
年
、
学
問
所
と
な
っ
て
か
ら
は
75
年
の
儒
学

の
講
筵
は
、
こ
こ
に
そ
の
歴
史
を
閉
じ
た
。

●問い合わせ先
千葉県立佐倉高等学校
〒285-0033 千葉県佐倉市鍋山町18
TEL：043-484-1021　FAX：043-486-0903

●問い合わせ先
史跡湯島聖堂
公益財団法人 斯文会（史跡湯島聖堂管理団体）
〒113-0034 東京都文京区湯島1-4-25 湯島聖堂内
TEL：03-3251-4606　FAX：03-3251-4853

佐倉高校記念館／明治43年（1910）落成

湯島聖堂

昌し
ょ
う

平へ
い

坂さ
か

学が
く

問も
ん

所じ
ょ�

東
京
都
文
京
区

江え

戸ど

幕ば
く

府ふ���

⑱�
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●問い合わせ先
一般財団法人 三根山有終団
〒953-0075 新潟県新潟市西蒲区峰岡228
TEL：0256-72-3687明治期の第28私学峰岡校（旧入徳館）

入に
ゅ
う

徳と
く

館か
ん�

新
潟
県
新
潟
市

三み

根ね

山や
ま

藩は
ん

　［
1
万
1
千
石
］��

⑲�
創
立
年
代	

― 

明
治
3
年
（
１
８
７
０
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

牧ま
き

野の

忠た
だ

泰ひ
ろ

校
訓	

― 

文
武
両
道
を
兼
ね
備
え
た
徳
の
あ
る
人
を

育
て
る

概
要	

― 

藩
校
が
創
設
さ
れ
た
の
は
天
保
年
間
。
第

9
代
藩
主
忠
直
公
は
、
時
代
の
流
れ
を
読
み
、
文
武

の
拡
張
に
意
を
注
ぎ
、
真
心
影
流
の
熟
達
者
佐
藤
茂

富
や
後
の
家
老
神
戸
武
正
に
文
武
両
道
を
訓
導
さ
せ

た
。
第
11
代
忠
泰
公
は
文
武
館
を
併
合
し
て
入
徳
館

と
名
付
け
、
東
伏
見
宮
嘉
親
王
に
染
毫
を
願
っ
た
。

創
設
時
の
学
者
は
神
戸
武
正
・
新
保
正
与
・
佐
藤
貞

三
郎
等
。
教
育
を
受
け
た
主
な
人
物
と
し
て
、
水
戸

寅
松
、
山
岸
徳
平
、
平
野
秀
吉
、
金
子
彦
二
郎
、
大

島
秀
一
、
鈴
木
荘
六
、
豊
原
道
也
、
小
島
官
吾
等
。

　
入
徳
館
は
昭
和
53
年
学
校
統
合
で
閉
校
。
今
は
青

少
年
野
外
研
修
場
と
し
て
活
用
、
藩
祉
は
公
園
と
な

り
、
藩
祉
碑
、
新
保
碑
、
豊
原
碑
、
米
百
俵
碑
等
が

歴
史
を
伝
え
見
学
者
も
多
い
。
元
士
族
の
会
で
あ
る

三
根
山
有
終
団
は
、
そ
れ
ら
へ
の
対
応
や
列
侯
祭
や

長
岡
の
米
百
俵
祭
り
へ
も
協
力
し
て
い
る
。

崇そ
う

徳と
く

館か
ん�

新
潟
県
長
岡
市

長な
が

岡お
か

藩は
ん

　［
7
万
4
千
石
］��

⑳�

創
立
年
代	

― 

文
化
5
年
（
１
８
０
８
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

牧ま
き

野の

忠た
だ

訓く
に

概
要	

― 

長
岡
藩
に
お
け
る
藩
学
の
先
駆
は
、
宝
歴

6
年
（
１
７
５
６
）
に
創
設
さ
れ
た
家
老
山
本
老
迂

斎
の
家
塾
「
書
堂
」
で
あ
る
。
山
本
没
後
、
文
化
5

年
（
１
８
０
８
）
に
忠
精
に
よ
り
崇
徳
館
が
創
設
さ

れ
た
。
3
代
藩
主
忠
辰
は
実
用
有
用
の
学
を
奨
励

し
、
山
本
も
古
義
学
を
導
入
す
る
な
ど
、
古
く
か
ら

古
義
学
が
導
入
さ
れ
て
き
た
。
崇
徳
館
で
は
、
当

初
、
古
文
辞
学
派
の
秋
山
影
山
が
担
当
し
て
い
た

が
、
文
化
9
年
に
京
都
古
義
堂
の
伊
藤
東
岸
が
招
聘

さ
れ
、
両
派
が
名
実
と
も
に
併
存
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
天
保
7
年
に
佐
藤
一
斎
門
の
高
野
松
陰
が
都
講

に
な
る
と
、
新
た
に
古
義
学
派
と
朱
子
学
派
の
併
存

と
な
っ
た
。
慶
応
3
年
（
１
８
６
７
）
に
古
義
学
派

は
廃
さ
れ
て
朱
子
学
派
に
統
一
さ
れ
た
。
崇
徳
館

は
戦
乱
に
よ
り
焼
失
し
て
し
ま
う
が
、
明
治
3
年

（
１
８
７
０
）
に
国
漢
学
校
が
新
た
に
創
立
さ
れ
た
。

●問い合わせ先
長岡市立中央図書館
〒940-0041 新潟県長岡市学校町1-2-2
TEL：0258-32-0658崇徳館（「長岡城之面影」より）
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創
立
年
代	

― 

元
禄
15
年
（
１
７
０
２
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

松ま
つ

平だ
い
ら

乗の
り

紀た
だ

概
要	

― 

元
禄
15
年
（
１
７
０
２
）、
信
州
小
諸
藩
か

ら
移
封
さ
れ
た
松
平
乗
紀
は
、
直
ち
に
岩
村
に
文
武

所
を
設
立
し
た
（
亨
保
4
年
説
も
あ
る
）。
文
武
所

は
の
ち
に
知
新
館
と
改
称
さ
れ
た
。
藩
学
上
で
岩
村

藩
か
ら
輩
出
し
た
人
物
に
林
術
斎
と
佐
藤
一
斎
が
い

る
。
述
斎
は
藩
主
乗
薀
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
、
寛

政
5
年
（
１
７
９
３
）
に
林
家
へ
養
子
入
り
し
た
。

一
斎
は
家
老
の
家
に
生
ま
れ
、
同
年
に
林
家
に
入
門

し
、
昌
平
黌
の
塾
頭
に
ま
で
に
な
っ
た
。
藩
主
乗
美

の
時
に
は
家
臣
の
一
人
に
加
え
ら
れ
、
藩
主
に
は

「
御
心
得
向
存
意
」、
重
臣
に
は
「
重
職
心
得
箇
条
」

を
書
き
与
え
て
い
る
。

　
現
在
は
、
当
時
の
藩
校
門
（
県
指
定
文
化
財
）
の

み
残
っ
て
い
る
が
、
4
月
上
旬
に
孔
子
祭
（
釈
葖
の

儀
）
が
厳
粛
に
執
り
行
わ
れ
て
い
る
。

創
立
年
代	

― 

安
永
2
年
（
１
７
７
３
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

前ま
え

田だ

利と
し

與と
も

概
要	

― 

富
山
藩
学
は
、
2
代
藩
主
前
田
正
甫
の
代

に
学
統
が
確
立
し
た
。
安
永
2
年
（
１
７
７
３
）
6

月
、
藩
主
利
與
の
強
い
指
導
で
藩
校
を
設
立
し
廣
徳

館
と
名
づ
け
た
。
利
與
は
士
風
の
振
興
の
た
め
に
は

学
問
文
教
を
興
す
に
如
く
は
な
し
と
、
強
い
決
意
で

藩
校
設
立
を
実
現
さ
せ
た
。

　
廣
徳
館
は
富
山
城
内
総
曲
輪
の
地
に
建
て
ら
れ

た
。
文
化
7
年
（
１
８
１
０
）
校
舎
が
総
曲
輪
か
ら

三
ノ
丸
西
に
移
築
さ
れ
た
。
明
治
元
年（
１
８
６
８
）

9
月
廣
徳
館
は
火
災
で
焼
失
し
た
が
、
民
家
を
借
り

て
継
続
し
た
。
翌
2
年
廣
徳
館
を
藩
学
校
と
改
称
し

て
富
山
二
番
町
に
移
転
し
、
ま
た
総
曲
輪
の
民
間
の

邸
宅
に
分
校
を
設
置
し
て
、
一
般
町
人
の
入
学
を
許

し
た
。
藩
学
校
は
明
治
4
年
の
廃
藩
と
と
も
に
廃
止

さ
れ
た
。

●問い合わせ先
佐藤一斎顕彰会
〒509-7403 岐阜県恵那市岩村町1657-1
岩村コミュニティーセンター内
TEL：0573-43-3722

●問い合わせ先
富山廣德塾
〒930-0138 富山県富山市呉羽3477
TEL：076-463-5881　FAX：076-258-3191

廣こ
う

徳と
く

館か
ん�

富
山
県
富
山
市

富と

山や
ま

藩は
ん

　［
10
万
石
］��

㉑�

知ち

新し
ん

館か
ん�

岐
阜
県
恵
那
市

岩い
わ

村む
ら

藩は
ん

　［
3
万
石
］��

㉒�紅葉の知新館

廣徳館孔子像
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創
立
年
代	

― 

天
保
8
年
（
１
８
３
７
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

本ほ
ん

多だ

正ま
さ

寛ひ
ろ

校
訓	

― 「
論
語
、
子
張
」
子
夏
日
「
日
知
其
所
亡
　

月
亡
忘
其
所
能
　
可
謂
好
学
己
矣
」
に
基
づ
く
（
日

に
月
に
自
分
の
未
知
な
こ
と
を
知
る
こ
と
に
努
め
、

知
り
え
た
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
す
る
事
こ
そ
学

問
を
好
む
も
の
言
え
る
）

概
要	

― 

藩
主
本
多
正
意
の
代
に
田
中
藩
教
学
の
振

興
が
な
さ
れ
た
。
天
保
5
年
（
１
８
３
４
）、
藩
政

改
革
の
一
環
と
し
て
、
藩
主
正
寛
に
よ
り
学
問
所
お

よ
び
諸
稽
古
所
が
設
立
さ
れ
、
同
8
年
に
は
日
知
館

が
創
立
さ
れ
た
。
弘
化
4
年
（
１
８
４
７
）
に
折
衷

学
に
学
統
が
改
変
さ
れ
た
。
当
初
、
日
知
館
で
は
武

に
重
点
が
置
か
れ
、
多
く
の
武
術
指
導
が
行
わ
れ

た
。
万
延
元
年
（
１
８
６
０
）
に
は
芳
野
の
建
言
に

よ
り
、
江
戸
藩
邸
に
も
日
知
館
が
創
設
さ
れ
た
。

●問い合わせ先
田中藩・長尾藩研究会
〒426-0082 静岡県藤枝市瀬古2-12-14
TEL：054-641-1748

日に
っ

知ち

館か
ん�

静
岡
県
藤
枝
市

田た

中な
か

藩は
ん

　［
4
万
石
］��

㉓�

立り
っ

教き
ょ
う

館か
ん�

三
重
県
桑
名
市

桑く
わ

名な

藩は
ん

　［
11
万
石
］��

㉔�

創
立
年
代	

― 

寛
永
12
年
（
１
６
３
５
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

松ま
つ

平だ
い
ら

定さ
だ

綱つ
な

概
要	

― 

松
平
定
綱
が
美
濃
大
垣
か
ら
寛
永
12
年

（
１
６
３
５
）
に
桑
名
に
移
っ
た
際
に
、
学
問
所
を

城
内
朝
日
丸
に
設
け
た
こ
と
を
起
源
と
す
る
。
そ
の

後
子
孫
は
越
後
高
田
・
奥
州
白
河
と
移
り
、
松
平
定

信
の
時
代
に
大
幅
に
拡
張
さ
れ
、
立
教
館
と
称
し

た
。
文
政
６
年
（
１
８
２
３
）、
再
び
桑
名
へ
移
封

と
な
る
と
桑
名
伊
賀
町
へ
移
っ
た
。
学
風
は
朱
子
学

を
遵
奉
し
、
学
問
・
武
芸
・
習
書
・
数
字
・
容
儀
・

舞
楽
等
を
教
授
し
た
。
９
歳
ま
で
の
藩
の
子
弟
は
藩

校
に
入
り
、
童
蒙
訓
を
学
ん
だ
後
、
15
歳
に
な
る
と

武
術
を
一
課
修
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
（
柔
道
必

須
）。
幕
末
期
で
生
徒
の
人
数
は
２
０
０
名
ほ
ど
で

あ
り
、
江
戸
の
上
屋
敷
や
分
領
で
あ
る
越
後
柏
崎
に

も
学
校
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

●問い合わせ先
桑名市博物館
〒511-0039 三重県桑名市京町37-1
TEL：0594-21-3171立教小学校（立教館の名称を継承）

田中城下屋敷跡
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創
立
年
代	

― 

天
明
年
間
（
１
７
８
１
～
１
７
８
８
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

牧ま
き

野の

宜ふ
さ

成し
げ

校
訓	

― 

①
進
取
（
先
取
）
何
事
も
進
ん
で
せ
よ

 

②
自
治
　
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
せ
よ

 

③
協
同
　
互
い
に
助
け
あ
へ

概
要	

― 

田
辺
藩
学
問
所
の
設
立
年
月
は
不
詳
な
が

ら
、
第
3
代
藩
主
英
成
の
折
文
教
の
始
り
と
言
わ
れ

て
い
る
。
天
明
年
間
（
１
７
８
１
～
88
）
第
6
代
藩

主
宣
成
の
折
初
て
城
内
に
「
明
倫
斎
」
を
築
き
、
御

牧
忠
蔵
を
招
聘
し
主
に
崎
門
学
派
の
朱
子
学
を
講
ぜ

し
め
た
。
つ
い
で
浅
見
絧
斎
門
下
の
岡
田
貞
治
、
忠

蔵
の
子
御
牧
柔
次
郎
ら
が
儒
員
と
な
り
闇
斎
学
は
隆

盛
を
み
た
。
安
政
4
年
（
１
８
５
７
）
野
田
苗
浦
が

抜
擢
さ
れ
文
教
進
展
の
道
が
固
め
ら
る
。
文
久
年

間
（
１
８
６
１
～
63
）
第
9
代
藩
主
誠
成
の
と
き
学

舎
は
増
改
築
さ
れ
「
明
倫
館
」
と
改
称
。
藩
士
水
谷

寒
水
を
儒
官
に
迎
え
て
三
上
是
庵
を
招
聘
し
、
漢
学

の
他
洋
学
医
学
な
ど
も
講
じ
ら
れ
、
遊
学
す
る
際
に

は
、
藩
賞
を
支
給
し
て
学
問
を
奨
励
し
た
。
そ
し
て

時
代
の
最
先
端
を
極
め
る
人
材
を
各
分
野
に
お
い
て

輩
出
し
た
。

●問い合わせ先
田辺城資料館
〒624-0853 京都府舞鶴市字西田辺15-22
TEL：0773-76-7211明倫館正門

明め
い

倫り
ん

館か
ん�

京
都
府
舞
鶴
市

田た

辺な
べ

藩は
ん

　［
3
万
5
千
石
］��

㉕�

創
立
年
代	

― 

文
政
末
年

創
立
時
の
藩
主	

― 

京き
ょ
う

極ご
く

高た
か

備ま
さ

校
訓	

― 

学
業
を
尊
重
し
、
友
と
和
合
す
る
こ
と
に

努
め
さ
せ
る

概
要	

― 

文
化
期
（
１
８
０
４
～
18
）
以
前
よ
り
、

読
書
手
跡
稽
古
場
と
称
す
る
藩
士
子
弟
を
教
授
す
る

施
設
が
あ
り
、
の
ち
に
敬
業
堂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
藩
学
と
し
て
整
備
さ
れ
た
の
は
、
藩
主
京

極
高
備
の
文
政
末
年
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
当
初
、
藩
士

子
弟
は
家
塾
な
ど
で
修
学
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
た

が
、
明
治
維
新
前
よ
り
、
男
子
は
必
ず
敬
業
堂
へ

入
学
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
慶
応
か
ら
明
治
に
か
け

て
、
藩
士
糸
井
兼
厚
に
よ
り
学
制
が
刷
新
さ
れ
、
専

門
の
教
師
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
明
治
初
年

に
は
敬
業
堂
内
に
欧
学
校
が
設
置
さ
れ
、
壮
年
で
有

志
の
者
を
入
学
さ
せ
て
い
る
。
跡
地
に
は
現
在
峰
山

小
学
校
が
建
っ
て
い
る
。

●問い合わせ先
相光寺
〒627-0011 京都府京丹後市峰山町丹波1344
TEL：0772-62-1926昭和初期の峰山小学校（敬業堂跡地）

敬け
い

業ぎ
ょ
う

堂ど
う�

京
都
府
京
丹
後
市

峰み
ね

山や
ま

藩は
ん

　［
1
万
1
千
石
］��

㉖�
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創
立
年
代	

― 

正
徳
３
年
（
１
７
１
３
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

徳と
く

川が
わ

吉よ
し

宗む
ね

校
訓	

― 

和
漢
課
目
の
学
業
成
り
、
旁
宇
内
の
体
勢
に
通
ず
る

者
は
、
猶
徳
行
を
考
へ
、
道
芸
を
察
し
、
秘
書
寮
に
入
れ
、
国

事
に
可
任
を
弁
し
、
之
を
政
府
に
達
す
べ
し

概
要	

― 

紀
州
藩
５
代
藩
主
徳
川
吉
宗
（
１
６
８
４
～
１
７
５
１
、

の
ち
８
代
将
軍
）
は
、
正
徳
３
年
（
１
７
１
３
）
湊
御
用
屋
敷

明
地
（
現
在
の
湊
紺
屋
町
あ
た
り
）
に
学
問
所
と
し
て
「
講
釈

所
」
を
設
立
し
た
。
こ
の
時
期
の
設
置
は
、
全
国
的
に
見
て
も

比
較
的
早
い
時
期
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
儒
学
の
振
興
を
目
的
と

し
て
つ
く
ら
れ
た
機
関
で
あ
っ
た
た
め
一
般
庶
民
の
聴
講
が
許

さ
れ
て
お
り
、
講
義
に
よ
っ
て
は
１
７
０
～
１
８
０
人
の
聴
衆

が
集
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。「
講
釈
所
」
は
後
に
「
講
堂
」
と
名
称

が
変
更
さ
れ
、
組
織
の
充
実
が
は
か
ら
れ
た
が
、
次
第
に
衰
退

し
て
い
っ
た
。
荒
廃
し
た
「
講
堂
」
は
、
10
代
藩
主
徳
川
治
宝

（
１
７
７
１
～
１
８
５
３
）
の
命
に
よ
っ
て
改
修
増
築
さ
れ
、
寛

政
３
年
（
１
７
９
１
）
に
「
学
習
館
」
と
し
て
再
生
し
た
。
ま

た
治
宝
は
江
戸
藩
邸
に
「
明
教
館
」、
伊
勢
松
阪
城
に
「
松
阪
学

校
」
を
創
設
し
た
。
し
か
し
、「
学
習
館
」
は
藩
政
改
革
の
た
め

の
人
材
育
成
を
目
的
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
た
め
、
庶
民
は
入
学

で
き
な
か
っ
た
。
和
歌
山
大
学
に
は
「
学
習
館
」
の
蔵
書
の
一
部

が
「
紀
州
藩
文
庫
」
と
し
て
伝
来
し
て
お
り
、
そ
こ
で
行
な
わ

れ
た
教
育
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

●問い合わせ先
和歌山大学紀州経済史文化史研究所
〒640-8441 和歌山県和歌山市栄谷930
TEL：073-457-7891学習館全図

学が
く

習し
ゅ
う

館か
ん�

和
歌
山
県
和
歌
山
市

紀き

州し
ゅ
う

藩は
ん

　［
55
万
5
千
石
］��

㉗�

有ゆ
う

終し
ゅ
う

館か
ん�

岡
山
県
高
梁
市

備び
っ

中ち
ゅ
う

松ま
つ

山や
ま

藩は
ん

　［
5
万
石
］��

㉘�

創
立
年
代	

― 

延
享
３
年
（
１
７
４
６
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

板い
た

倉く
ら

勝か
つ

澄ず
み

校
訓	

― 

藩
士
の
教
育
。
藩
士
は
官
僚
も
兼
ね
る
の

で
、
学
問
、
武
術
が
必
要
で
あ
っ
た
。
時
代
に
よ
っ

て
盛
衰
は
あ
っ
た
が
、
７
代
勝
静
（
幕
末
時
老
中
）

が
藩
主
と
な
り
、
文
武
両
道
を
厳
命
し
隆
盛
と
な
っ

た
。
山
田
方
谷
が
学
頭
の
と
き
、
名
実
と
も
に
藩
校

教
育
の
華
を
咲
か
せ
る
。

概
要	

― 

松
山
藩
４
代
板
倉
勝
政
の
と
き
、
藩
校
と

し
て
設
立
。
学
頭
慮
田
北
凕
に
下
問
、
慮
田
「
有

終
」「
日
和
」
の
２
案
を
提
出
し
、
勝
政
は
「
有
終
」

を
選
び
、「
有
終
館
」
と
命
名
。
創
設
の
意
図
は
藩

士
教
育
に
あ
っ
た
。
時
代
に
よ
っ
て
盛
衰
は
あ
っ
た

が
、
７
代
勝
静
（
幕
末
時
老
中
）
が
藩
主
と
な
り
文

武
両
道
を
厳
命
し
隆
盛
と
な
っ
た
。
山
田
方
谷
が
学

頭
の
と
き
、
名
実
と
も
に
藩
校
教
育
の
華
を
咲
か
せ

る
。
教
育
内
容
は
学
科
は
四
書
五
経
、
十
八
史
略
、

大
日
本
史
、
十
三
経
、
二
十
二
史
、
資
治
通
鑑
、
宋

元
通
鑑
、
諸
子
文
集
な
ど
、
漢
字
を
主
と
し
、
傍
々

日
本
歴
史
も
習
得
。
剣
、
槍
、
弓
、
馬
、
砲
術
の
武

道
教
育
も
行
っ
た
。

●問い合わせ先
岡山県立高梁高等学校
〒716-0004 岡山県高梁市内山下38
TEL：0866-22-3047　FAX：0866-22-3049高梁高校有終館跡
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創
立
年
代	

― 

寛
文
10
年
（
１
６
７
０
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

池い
け

田だ

光み
つ

政ま
さ

校
訓	

― 「
閑
谷
入
学
之
者
、
礼
儀
正
可
学
問
」
等

概
要	

― 

寛
文
10
年
（
１
６
７
０
）、
岡
山
藩
主
池
田

光
政
が
儒
学
に
基
づ
く
士
庶
共
学
の
教
育
を
目
指

し
て
、
閑
静
な
山
と
谷
に
囲
ま
れ
た
閑
谷
の
地
に

学
校
を
開
い
た
。
以
来
、
昭
和
の
中
期
ま
で
苦
難

と
変
転
を
繰
り
返
し
て
連
綿
と
学
灯
を
守
り
継
い

で
来
た
。
国
宝
の
講
堂
を
は
じ
め
、
儒
学
の
祖
孔

子
を
祀
る
聖
廟
、
創
立
藩
主
で
あ
る
池
田
光
政
を

祭
る
閑
谷
神
社
、
そ
れ
ら
の
建
造
物
は
ほ
と
ん
ど

が
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
四
季
折
々

に
彩
り
を
変
え
る
四
周
の
自
然
、
茶
褐
色
の
備
前

焼
き
瓦
と
白
壁
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
、
学
校
の
周
囲

を
め
ぐ
る
石
塀
な
ど
学
校
建
築
物
と
し
て
の
域
を

超
え
て
、
自
然
と
文
化
が
織
り
な
す
学
び
の
原
郷

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

創
立
年
代	

― 

宝
暦
5
年
正
月
（
１
７
５
５
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

関せ
き

　
政ま

さ

富と
み

校
訓	

― 「
誠
は
天
の
道
な
り
、思
誠
は
人
の
道
な
り
、

至
誠
に
し
て
動
か
ざ
る
も
の
未
だ
こ
れ
あ
ら
ざ
る
な

り
」
こ
れ
は
孟
子
の
言
葉
で
あ
る
。
思
誠
と
い
う
こ

と
ば
は
、
中
国
の
古
い
本
に
も
、「
人
の
道
を
踏
み

行
く
た
め
に
は
、
至
誠
の
人
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」

と
あ
る
こ
と
よ
り
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

概
要	

― 

元
禄
10
年
、
津
山
森
家
断
絶
で
新
見
藩
創

立
に
な
り
、
僅
か
４
、５
年
で
新
た
に
新
見
の
ま
ち

を
つ
く
る
中
で
、
初
代
藩
主
関
長
治
侯
の
巨
腕
で
統

一
さ
れ
、
積
極
壮
大
な
る
世
帯
の
切
盛
は
、
藩
士
以

下
総
て
の
階
級
に
希
望
を
以
っ
て
努
力
す
べ
き
好
機

を
与
え
た
。
延
享
３
年
頃
よ
り
前
代
未
門
の
風
水
害

が
多
発
し
た
。
３
代
藩
主
政
富
侯
は
、
藩
士
以
下
の

消
費
生
活
の
あ
え
ぎ
を
如
何
に
救
済
す
る
べ
き
か
と

悩
み
、
道
義
的
倫
理
の
世
界
へ
の
欲
求
か
ら
、
教
育

に
目
を
向
け
思
誠
館
を
創
設
し
た
。
５
代
藩
主
関
長

誠
侯
に
よ
り
思
誠
館
の
督
学
を
し
て
丸
川
松
隠
が
招

聘
さ
れ
、
現
在
新
見
市
立
思
誠
学
校
に
継
承
さ
れ
て

い
る
。

●問い合わせ先
公益財団法人 特別史跡旧閑谷学校顕彰保存会
〒705-0036 岡山県備前市閑谷784
TEL：0869-67-1427　FAX：0869-67-1645
E-mail：hozonkai@shizutani.jp

●問い合わせ先
関重爾史会（せきえにしかい）
〒718-0011 岡山県新見市新見885 津国屋内
TEL：0867-72-2045　FAX：0867-72-8853創立当時の思誠館再現図

閑谷学校講堂

思し

誠せ
い

館か
ん�

岡
山
県
新
見
市

新に
い

見み

藩は
ん

　［
1
万
8
千
石
］��

㉙�

閑し
ず

谷た
に

学が
っ

校こ
う�

岡
山
県
備
前
市

備び
っ

前ち
ゅ
う

岡お
か

山や
ま

藩は
ん

　［
31
万
5
千
石
］��

㉚�
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創
立
年
代	

― 

安
政
2
年
（
１
８
５
５
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

阿あ

部べ

正ま
さ

弘ひ
ろ

校
訓	

― 

誠
は
天
の
道
な
り

概
要	

― 

福
山
藩
の
最
初
の
藩
校
は
弘
道
館
と
い
い
、

4
代
藩
主
正
倫
に
よ
っ
て
天
明
6
年
（
１
７
８
６
）

福
山
西
町
西
堀
端
に
建
設
さ
れ
、
武
士
を
対
象
に
漢

字
中
心
の
講
義
が
な
さ
れ
た
。
文
政
初
年
、
江
戸
藩

邸
に
丸
山
学
問
所
を
設
立
。
老
中
筆
頭
7
代
藩
主
正

弘
は
、
内
憂
外
患
の
危
機
に
対
処
で
き
る
人
材
育
成

を
企
図
し
、
安
政
元
年
（
１
８
５
４
）
江
戸
藩
邸
内

に
、
続
い
て
福
山
西
町
道
三
口
に
弘
道
館
を
発
展
的

に
解
消
し
て
誠
之
館
を
建
設
し
翌
年
開
館
し
た
。
学

堂
を
中
央
に
習
書
寮
・
講
武
館
を
配
し
、
漢
字
・
国

学
・
洋
学
・
医
学
・
数
学
・
軍
法
・
武
芸
な
ど
を

課
し
、
文
武
の
教
育
に
あ
た
ら
せ
た
。
明
治
元
年

（
１
８
６
８
）
庶
民
の
入
学
を
許
す
。
同
2
年
分
校
、

同
3
年
普
通
科
・
女
学
校
を
設
立
し
教
育
の
普
及
に

努
め
る
。
同
5
年
廃
校
。

福山誠之館記念館

福ふ
く

山や
ま

誠せ
い

之し

館か
ん�

広
島
県
福
山
市

福ふ
く

山や
ま

藩は
ん

　［
11
万
石
］��

㉛�

●問い合わせ先
広島県立福山誠之館高等学校
〒720-0082 広島県福山市木之庄町6-11-1
TEL：084-922-0085　FAX：084-922-0088

養よ
う

老ろ
う

館か
ん�

山
口
県
岩
国
市

岩い
わ

国く
に

藩は
ん

　［
6
万
石
］��

㉜�

創
立
年
代	

― 

弘
化
4
年
（
１
８
４
７
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

吉き
っ

川か
わ

経つ
ね

幹ま
さ

校
訓	

― 

文
武
両
道

概
要	

― 

弘
化
元
年
（
１
８
４
４
）、
12
代
藩
主
と

な
っ
た
吉
川
経
幹
は
、
明
敏
の
資
質
あ
り
、
幼
時
よ

り
深
く
文
事
を
愛
し
、
早
く
か
ら
人
材
養
成
の
必
要

性
を
説
き
、
弘
化
2
年
、
萩
の
明
倫
館
の
規
模
に
な

ら
っ
て
、
学
校
建
設
を
命
じ
た
。
弘
化
3
年
6
月
起

工
式
を
行
い
、
翌
4
年
5
月
に
開
校
式
を
行
い
、
藩

校
名
を
養
老
館
と
し
た
。
館
内
に
は
聖
廟
を
置
き
、

孔
子
の
像
を
祭
っ
て
釈
典
の
礼
を
行
い
、
養
老
の
典

を
あ
げ
た
。
養
老
館
に
は
、
本
門
、
番
所
、
中
門
、

講
堂
、
聖
廟
、
書
庫
な
ど
の
ほ
か
に
諸
生
寮
、
馬

場
、
弓
術
場
、
槍
術
場
、
剣
術
場
な
ど
が
あ
り
、
文

武
併
置
の
学
館
で
あ
っ
た
。

　
慶
応
2
年
（
１
８
６
６
）、
館
内
よ
り
出
火
し
、

本
堂
以
下
建
物
の
大
半
を
消
失
し
、
学
校
は
廃
止
と

な
っ
た
が
、
明
治
4
年
（
１
８
７
１
）、
養
老
館
の

系
譜
を
汲
む
岩
国
学
校
が
創
立
さ
れ
、「
日
本
の
電

気
の
父
」
と
も
称
さ
れ
る
藤
岡
市
助
や
文
豪
・
国
木

田
独
歩
、
作
家
・
宇
野
千
代
な
ど
が
学
ん
だ
。

養老館の門

●問い合わせ先
山口県立岩国高等学校
〒741-0082 山口県岩国市川西4-6-1
TEL：0827-43-1141　FAX：0827-44-1142
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創
立
年
代	

― 

寛
政
6
年
（
１
７
９
４
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

京き
ょ
う

極ご
く

高た
か

中な
か

概
要	

― 

寛
政
7
年
（
１
７
９
５
）
に
藩
校
正
明
館

が
設
立
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
す
で
に
、
安

永
5
年
（
１
７
７
６
）
に
正
明
館
の
名
が
み
え
る
。

正
明
館
は
一
番
丁
の
東
に
置
か
れ
、
孔
子
堂
も
併
設

し
た
。
寛
政
9
年
に
は
藩
主
高
中
み
ず
か
ら
「
明

倫
」
と
書
し
た
扁
学
を
掲
げ
た
。
の
ち
文
政
こ
ろ
儒

臣
加
藤
梅
崖
・
岩
村
半
右
衛
門
・
中
主
膳
ら
に
よ
っ

て
拡
張
さ
れ
て
藩
校
の
体
制
を
整
え
た
。
教
科
は
、

皇
学
・
漢
字
・
習
字
・
弓
馬
な
ど
で
あ
っ
た
。

　
明
治
元
年
（
１
８
６
８
）
7
月
に
こ
れ
ま
で
の
正

明
館
を
改
め
て
請
文
所
と
し
、
新
た
に
習
武
所
を
置

き
、
こ
れ
ら
を
明
倫
館
と
称
し
た
。
16
歳
か
ら
37
歳

ま
で
の
藩
士
の
文
武
両
道
の
充
実
を
置
き
、
こ
れ
ら

を
明
倫
館
と
称
し
た
。
16
歳
か
ら
37
歳
ま
で
の
藩
士

の
文
武
両
道
の
充
実
を
は
か
ろ
う
と
し
た
。

創
立
年
代	

― 

元
禄
15
年
（
１
７
０
２
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

松ま
つ

平だ
い
ら

頼よ
り

常つ
ね

概
要	

― 

寛
文
九
藩
校
講
堂
は
元
禄
15
年（
１
７
０
２
）

に
城
下
中
野
天
満
宮
南
に
設
置
。
家
臣
の
子
弟
や

領
民
の
中
か
ら
有
能
な
も
の
に
対
し
、
藩
儒
十
河
順

安
・
根
本
弥
右
衛
門
が
儒
学
を
講
じ
た
。
享
保
年
間

（
１
７
１
６
～
36
）
に
一
時
廃
止
さ
れ
た
が
、
元
文

2
年（
１
７
３
７
）に
復
興
。
安
永
8
年（
１
７
７
９
）

に
中
野
天
満
宮
北
に
講
堂
に
倍
す
る
規
模
の
講
道
館

を
建
て
、
藩
士
や
そ
の
子
弟
に
毎
月
六
回
経
書
を
学

ば
せ
た
。
講
道
館
に
は
総
裁
を
置
い
た
。
初
代
の
総

裁
は
後
藤
芝
山
で
、
そ
の
門
弟
柴
野
栗
山
は
幕
府
の

儒
官
と
な
っ
た
。
慶
応
元
年
（
１
８
６
５
）
講
道
館

中
に
洋
学
校
を
設
け
た
。
廃
藩
置
県
後
、
廃
止
。
高

松
市
番
町
五
丁
目
香
川
大
学
教
育
学
部
附
属
高
松
小

学
校
構
内
に
は
、
藩
校
構
内
に
聖
廟
を
建
立
し
た
記

念
碑
で
あ
る
「
新
建
大
聖
廟
記
」（
天
保
3
年
建
立
）

が
あ
る
。

藩校に掲げていた明倫扁額（丸亀市指定文化財）

●問い合わせ先
丸亀市役所文化観光課
〒763-8501 香川県丸亀市大手町2-3-1
TEL：0877-24-8816　FAX：0877-24-8863

●問い合わせ先
高松市教育委員会
〒760-8571 香川県高松市番町1-8-15

講こ
う

道ど
う

館か
ん�

香
川
県
高
松
市

高た
か

松ま
つ

藩は
ん

　［
12
万
石
］��

㉝�

明め
い

倫り
ん

館か
ん�

香
川
県
丸
亀
市

丸ま
る

亀が
め

藩は
ん

　［
5
万
１
千
石
］��

㉞�

高松城艮櫓と中濠
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創
立
年
代	

― 

文
政
11
年
（
１
８
２
８
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

松ま
つ

平だ
い
ら

定さ
だ

通み
ち

校
訓	

― 

自
律
・
協
同
・
創
造
（
松
山
東
高
校
）

概
要	

― 

松
平
定
信
の
甥
と
し
て
訓
育
を
受
け
、
自

ら
も
朱
子
学
を
修
め
、
若
く
し
て
賢
君
の
誉
れ
の
高

か
っ
た
定
通
が
、
士
道
の
衰
え
を
憂
え
て
綱
紀
粛
正

を
は
か
り
、
徒
士
以
上
の
藩
士
の
教
育
の
た
め
に

設
け
た
。
校
名
の
由
来
は
司
馬
遷
『
史
記
』
蘇
秦

伝
、
ま
た
は
劉
向
『
戦
国
策
』
の
魏
策
か
ら
と
い
わ

れ
て
い
る
。『
寡
人
不
肖
、
未
嘗
得
聞
明
教
』。
創
立

時
は
日
下
白
巌
、
高
橋
復
斎
が
教
授
、
他
に
助
教
が

４
名
。
朱
子
学
、『
史
書
』『
五
経
』『
小
学
』『
近
思

録
』
が
会
講
さ
れ
た
。
館
よ
り
秋
山
好
古
、
内
藤
鳴

雪
が
出
る
。

　
明
治
以
降
『
松
山
英
学
所
』『
松
山
中
学
校
』『
松

山
東
高
校
』
に
継
承
性
が
み
ら
れ
る
。

明教館外観

●問い合わせ先
愛媛県立松山東高等学校
〒790-8521 愛媛県松山市持田町2-2-12
TEL：089-943-0187　FAX：089-934-5766

明め
い

教き
ょ
う

館か
ん�

愛
媛
県
松
山
市

伊い

予よ

松ま
つ

山や
ま

藩は
ん

　［
15
万
石
］��

㉟�

明め
い

倫り
ん

館か
ん�

愛
媛
県
宇
和
島
市

宇う

和わ

島じ
ま

藩は
ん

　［
10
万
石
］��

㊱�

創
立
年
代	

― 

寛
延
元
年
（
１
７
４
８
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

伊だ

達て

村む
ら

候と
き

概
要	

― 

５
代
村
候
が
寛
延
元
年
（
１
７
４
８
）、
安

藤
陽
州
を
儒
臣
と
し
て
録
百
五
十
石
を
以
て
聘
用

し
、
堀
端
に
藩
学
「
内
徳
館
」
を
創
立
し
た
こ
と
に

始
ま
る
。
寛
政
6
年
（
１
７
９
４
）、
6
代
村
壽
の

と
き
「
敷
教
館
」
と
改
称
さ
れ
て
前
代
に
引
き
続
い

て
文
教
の
奨
励
が
行
わ
れ
た
。
当
時
の
通
達
に
よ
れ

ば
「
素
読
も
9
歳
以
上
は
怠
り
な
く
出
席
す
べ
き
こ

と
」
と
あ
る
。

　
文
政
2
年
（
１
８
１
９
）「
明
倫
館
」
と
改
称
さ

れ
、
8
代
宗
城
は
国
学
に
加
え
蘭
学
、
蘭
医
学
を
奨

励
し
高
野
長
英
、
村
田
蔵
六
を
招
い
て
西
洋
兵
書
の

翻
訳
と
蘭
学
教
授
に
あ
た
ら
せ
た
。
和
・
漢
・
洋
・

兵
の
四
科
を
置
い
た
が
明
治
4
年
で
廃
校
と
な
っ

た
。
以
後
、
明
治
19
年
9
代
宗
徳
が
東
京
に
旧
藩
内

優
秀
子
弟
に
奨
学
貸
費
制
度
を
設
け
た
寄
宿
寮
「
伊

達
明
倫
館
」
を
創
立
。「
南
豫
奨
学
会
・
明
倫
館
」

と
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

●問い合わせ先
伊達事務所
〒798-0061 愛媛県宇和島市御殿町9-9
TEL：0895-22-0034明倫館外観
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創
立
年
代	

― 

天
明
4
年
（
１
７
８
４
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

黒く
ろ

田だ

斎な
り

隆た
か

概
要	

― 

天
明
4
年
（
１
７
８
４
）、
城
の
東
西
に
両

学
問
所
を
開
校
。
東
学
問
所
修
猷
館
は
赤
坂
門
に
置

か
れ
、
藩
儒
筆
頭
の
竹
田
定
良
を
館
長
と
し
、
西
学

問
所
甘
棠
館
は
唐
人
町
に
置
か
れ
、
布
衣
か
ら
抜
擢

さ
れ
た
儒
医
の
亀
井
南
冥
を
館
長
と
し
た
。
本
藩

の
よ
う
に
学
派
を
異
に
す
る
両
学
館
を
建
て
学
生

に
自
由
選
択
さ
せ
た
例
は
他
に
な
い
。
寛
政
4
年

（
１
７
９
２
）
寛
政
異
学
の
禁
の
余
波
が
及
び
、
南

冥
は
廃
黜
の
身
と
な
り
、
訓
導
江
上
源
蔵
が
館
長
代

理
を
し
た
が
、
同
10
年
類
火
焼
失
を
機
に
甘
棠
館
は

廃
校
と
な
り
、
学
生
は
修
猷
館
に
転
校
さ
せ
ら
れ

た
。
開
館
当
時
６
０
０
人
の
修
猷
館
生
は
こ
こ
に

９
０
０
人
と
な
り
、
ま
た
こ
の
年
武
道
場
を
も
設
け

た
。
廃
藩
で
廃
校
と
な
る
が
、
金
子
堅
太
郎
を
は
じ

め
幾
多
の
人
材
を
輩
出
し
た
。

創
立
年
代	

― 

宝
暦
10
年
（
１
７
６
０
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

山や
ま

内う
ち

豊と
よ

敷の
ぶ

概
要	

― 

８
代
藩
主
山
内
豊
敷
は
儒
学
を
尊
崇
し
、

家
中
藩
士
の
講
学
の
た
め
亨
保
17
年
（
１
７
３
２
）

高
知
北
会
所
に
会
所
講
を
創
め
、
宮
地
静
軒
・
中
村

七
友
斎
・
岡
立
哲
・
谷
塊
斎
の
四
人
を
講
師
と
し

た
。
つ
い
で
宝
歴
10
年
（
１
７
６
０
）、
藩
校
教
授

館
を
土
佐
郡
追
手
筋
の
地
に
創
設
し
た
。
藩
主
豊
範

の
時
、
文
久
2
年
（
１
８
６
２
）
教
授
館
を
廃
し
、

文
武
総
合
の
広
大
な
藩
校
致
道
館
を
城
下
西
弘
小
路

に
建
営
し
経
学
・
史
学
・
国
学
・
句
読
・
槍
術
・
剣

術
・
弓
術
・
砲
術
・
士
官
学
・
生
兵
学
・
練
兵
・
馬

術
・
居
合
術
・
体
術
・
貝
太
鼓
な
ど
の
諸
科
目
を
立

て
、
藩
士
子
弟
は
13
歳
よ
り
入
学
し
て
必
ず
文
武
を

兼
修
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
時
期
よ
り
、
学
校

は
国
家
の
人
材
を
教
育
し
、
世
道
を
維
持
す
る
重
要

機
関
と
観
じ
、
ま
た
陽
明
学
を
公
認
し
た
。
土
佐
藩

学
に
長
い
伝
統
を
固
持
し
て
き
た
開
斎
派
朱
子
学
風

か
ら
脱
却
し
新
風
を
導
入
し
た
。

教こ
う

授じ
ゅ

館か
ん

（
致ち

道ど
う

館か
ん

）�

高
知
県
高
知
市

土と

佐さ

藩は
ん

　［
49
万
石
］��

㊲�

修し
ゅ
う

猷ゆ
う

館か
ん�

福
岡
県
福
岡
市

福ふ
く

岡お
か

藩は
ん

　［
52
万
6
千
石
］��

㊳�

●問い合わせ先
福岡県立修猷館高等学校
〒814-0002 福岡県福岡市早良区西新6-1-10
TEL：092-821-0733　FAX：092-822-6564

致道館表門

藩校修猷館跡

●問い合わせ先
公益財団法人 高知県スポーツ振興財団
高知県立武道館
〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1-8-3
TEL：088-825-1271　FAX：088-825-1274
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創
立
年
代	

― 

文
政
7
年
（
１
８
２
４
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

立た
ち

花ば
な

鑑あ
き

賢か
た

概
要	

― 

藩
校
に
先
立
つ
も
の
と
し
て
は
、
安
東
省

菴
以
来
藩
の
儒
官
を
勤
め
た
安
東
家
の
弘
道
館
、
お

よ
び
横
地
家
の
麗
沢
館
が
あ
っ
た
。
7
代
藩
主
立
花

鑑
徹
通
は
省
菴
の
曾
孫
間
庵
に
対
し
、
邸
内
に
文
学

の
講
堂
並
び
に
聖
堂
を
建
て
、
藩
士
子
弟
の
教
育
を

行
う
よ
う
命
じ
た
。
文
政
7
年
（
１
８
２
４
）
9
代

藩
主
鑑
賢
の
と
き
、
藩
校
伝
習
館
が
開
か
れ
た
。
生

徒
数
は
普
通
１
５
０
名
ほ
ど
で
あ
る
。
教
科
は
朱

子
学
に
よ
る
漢
籍
の
学
習
と
小
笠
原
流
の
礼
法
習

得
、
武
術
は
各
自
師
匠
を
選
ん
で
修
行
し
た
が
、
一

体
に
武
芸
尊
重
の
気
風
が
強
か
っ
た
。
明
治
元
年

（
１
８
６
８
）
2
月
に
は
藩
校
を
一
旦
閉
鎖
し
た
が
、

翌
年
に
は
藩
校
を
復
活
さ
せ
、
こ
れ
を
文
武
館
と
称

し
た
。
藩
校
伝
習
館
の
遺
阻
は
元
の
柳
川
消
防
署

（
柳
川
市
本
署
）
付
近
で
あ
る
。

●問い合わせ先
福岡県立伝習館高等学校
〒832-0045 福岡県柳川市本町142
TEL：0944-73-3116

傳で
ん

習し
ゅ
う

館か
ん�

福
岡
県
柳
川
市

柳や
な

河が
わ

藩は
ん

　［
10
万
9
千
６
４
７
石
］��

㊴�

稽け
い

古こ

館か
ん�

福
岡
県
朝
倉
市

秋あ
き

月づ
き

黒く
ろ

田だ

藩は
ん

　［
5
万
石
］��

㊵�

創
立
年
代	

― 

安
永
4
年
（
１
７
７
５
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

黒く
ろ

田だ

長な
が

堅か
た

校
訓	

― 

孝
弟
　
忠
信
　
礼
儀
　
廉
恥

概
要	

― 

安
永
4
年
（
１
７
７
５
）、
藩
主
長
堅
が
城

下
町
新
小
路
に
学
校
を
設
け
て
稽
古
亭
と
称
し
た
。

天
明
４
年
（
１
７
８
４
）、
武
芸
所
を
併
置
し
て
稽

古
観
と
称
え
た
が
、
文
化
7
年
（
１
８
１
０
）
再

建
の
と
き
に
稽
古
館
と
あ
ら
た
め
ら
れ
た
。
藩
主

の
長
舒
は
文
武
の
奨
励
に
つ
と
め
、
天
明
5
年
に

は
福
岡
の
亀
井
南
冥
門
下
の
原
震
平
を
教
授
に
任

じ
、
徂
徠
学
が
大
い
に
振
る
っ
た
。
し
か
し
寛
政
異

学
の
禁
の
影
響
は
秋
月
藩
に
も
及
び
、
福
岡
か
ら
朱

子
学
派
の
儒
臣
が
招
か
れ
て
講
じ
た
り
、
寛
政
4

年
（
１
７
９
２
）
に
は
京
都
か
ら
闇
斎
学
派
の
小
川

晋
斎
が
招
か
れ
た
り
し
た
。
文
化
10
年
、
藩
主
長
韶

は
も
っ
ぱ
ら
宋
学
を
明
示
、
福
岡
か
ら
井
上
学
圃
を

招
い
て
宋
学
を
普
及
さ
せ
た
。
以
後
学
館
は
福
岡
藩

藩
校
修
猷
館
の
影
響
下
、
ま
っ
た
く
宋
学
に
統
一
さ

れ
、
明
治
藩
廃
ま
で
つ
づ
い
た
。

●問い合わせ先
特例財団法人 秋月郷土館
〒838-0011 福岡県朝倉市秋月野鳥532-2
TEL：0946-25-0405稽古館平面図

伝習館孔子像
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創
立
年
代	

― 

宝
永
5
年
（
１
７
０
８
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

鍋な
べ

島し
ま

綱つ
な

茂し
げ

校
訓	

― 

弘
道
館
稽
古
上
の
心
得
（
天
明
元
年
）

概
要	

― 

鍋
島
光
茂
の
代
に
城
内
鬼
丸
に
聖
堂
を
建

立
、
綱
茂
は
宝
永
5
年
（
１
７
０
８
）
聖
堂
内
に
講

堂
を
設
け
藩
士
の
学
問
所
と
し
、
天
縦
殿
と
称
し

た
。
治
茂
は
天
明
元
年
（
１
７
８
１
）
城
下
松
原
小

路
に
学
校
を
設
立
、
弘
道
館
と
号
し
た
天
保
元
年

（
１
８
３
０
）
直
正
が
入
国
し
て
治
世
に
あ
た
る
や
、

弘
道
館
を
大
い
に
奨
励
し
た
。
直
正
は
弘
道
館
の
学

事
奨
励
に
よ
る
士
風
の
刷
新
と
人
材
の
養
成
に
よ
っ

て
推
進
す
る
た
め
、
天
保
10
年
弘
道
館
を
大
手
前
の

北
掘
端
に
拡
張
し
、
校
舎
の
大
改
築
を
行
い
翌
年
完

成
し
た
。
そ
の
規
模
は
従
前
に
数
倍
し
、
本
館
外
に

講
堂
・
内
生
寮
・
外
生
寮
・
蒙
養
舎
を
備
え
て
お

り
、
武
芸
場
も
付
置
し
た
。
こ
こ
に
全
国
有
数
の
一

大
藩
校
が
現
出
し
、
か
く
て
藩
士
の
総
教
育
体
制
が

進
み
幕
末
を
迎
え
た
。

創
立
年
代	

― 

宝
暦
8
年
（
１
７
５
８
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

小お

笠が
さ

原わ
ら

忠た
だ

総ふ
さ

校
訓	

― 

育
徳

概
要	

― 

宝
暦
8
年
（
１
７
５
８
）
小
倉
藩
主
・
小

笠
原
忠
総
は
朱
子
学
者
・
石
川
麟
洲
の
邸
内
に
学
問

所
を
設
け
思
永
斎
と
称
し
た
。
こ
れ
が
藩
校
の
起
源

で
あ
る
。
そ
の
後
、
思
永
斎
を
拡
張
し
て
思
永
館
と

改
め
た
。
幕
末
、
長
州
勢
の
小
倉
城
攻
略
に
よ
っ
て

藩
庁
は
小
倉
か
ら
田
川
郡
香
春
町
に
移
っ
た
。
そ
の

後
、
明
治
3
年
（
１
８
７
０
）
に
藩
庁
は
仲
津
郡

（
京
都
郡
）
豊
津
に
移
り
、
豊
津
藩
と
称
し
た
。
こ

れ
を
機
に
藩
校
名
も
育
徳
館
と
改
称
し
、
新
築
さ
れ

た
。
育
徳
館
は
時
代
の
要
請
に
応
じ
、
洋
学
等
も
取

り
入
れ
た
教
育
が
な
さ
れ
た
。
藩
校
教
育
は
そ
の

後
、
豊
津
中
学
校
、
豊
津
高
校
に
継
承
さ
れ
平
成
19

年
（
２
０
０
７
）、
校
名
が
豊
津
高
校
か
ら
育
徳
館

高
校
へ
と
校
名
変
更
が
な
さ
れ
藩
校
名
が
復
活
。
現

在
、
中
高
一
貫
教
育
校
と
し
て
創
立
２
５
６
周
年
を

迎
え
て
い
る
。

●問い合わせ先
佐賀県立致遠館高等学校
〒849-0915 佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木1092-1
TEL：0952-33-0401　FAX：0952-34-1041

●問い合わせ先
福岡県立育徳館高等学校
〒824-0121 福岡県京都郡みやこ町豊津973
TEL：0930-23-2003　FAX：0930-33-5037

育い
く

徳と
く

館か
ん

（
思し

永え
い

館か
ん

）�

福
岡
県
京
都
郡
み
や
こ
町

豊と
よ

津つ

藩は
ん

（
旧
き
ゅ
う

小こ

倉く
ら

藩は
ん

）　［
15
万
5
千
石
］��

㊶�黒門

弘道館記念碑

弘こ
う

道ど
う

館か
ん�

佐
賀
県
佐
賀
市

佐さ

賀が

藩は
ん

　［
35
万
7
千
石
］��

㊷�
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創
立
年
代	

― 

元
禄
12
年
（
１
６
９
９
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

多た

久く

茂し
げ

文ふ
み

概
要	

― 

東
原
庠
舎
は
元
禄
12
年
（
１
６
９
９
）
多

久
茂
文
が
建
て
た
学
校
で
、
学
問
所
の
初
代
教
授
と

な
る
川
浪
自
安
の
屋
敷
に
併
設
さ
れ
た
の
が
始
ま
り

で
あ
る
。
明
治
2
年
（
１
８
６
９
）
校
名
を
多
久
郷

学
校
と
変
え
る
ま
で
の
１
７
０
年
、
多
久
の
人
材
育

成
の
根
幹
を
な
し
た
。
当
時
と
し
て
は
珍
し
く
、
武

士
の
身
分
で
な
く
て
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
学

校
名
は
現
在
、
東
原
庠
舎
に
統
一
さ
れ
て
い
る
が
、

「
鶴
山
書
院
」
の
名
称
や
「
東
原
精
舎
」
の
文
字
が

用
い
ら
れ
て
い
た
。

　
多
久
家
家
臣
の
子
弟
は
8
歳
よ
り
25
歳
ま
で
を
学

齢
と
定
め
、
篤
疾
が
な
い
限
り
義
務
付
け
ら
れ
、
文

武
両
道
を
掲
げ
、
一
定
の
単
位
修
得
が
で
き
な
け
れ

ば
家
督
相
続
が
で
き
な
い
と
い
う
き
び
し
い
も
の
で

あ
っ
た
が
、
卒
以
下
の
身
分
に
は
そ
の
規
定
が
な

く
、
入
退
学
は
自
由
で
あ
っ
た
。

●問い合わせ先
公益財団法人 孔子の里
〒846-0031 佐賀県多久市多久町1843-3 東原庠舎内
TEL：0952-75-5112　FAX：0952-75-5320
E-mail： ko-si@po.taku.ne.jp

東と
う

原げ
ん

庠し
ょ
う

舎し
ゃ�

佐
賀
県
多
久
市

佐さ

賀が

藩は
ん

多た

久く

邑む
ら

　［
8
千
６
０
０
石
］��

㊸�

弘こ
う

文ぶ
ん

館か
ん�

佐
賀
県
鹿
島
市

鹿か

島し
ま

藩は
ん

　［
2
万
石
］��

㊹�

創
立
年
代	

― 

寛
文
9
年
（
１
６
６
９
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

鍋な
べ

島し
ま

直な
お

條え
だ

概
要	

― 

鹿
島
藩
に
お
け
る
藩
校
は
、
寛
文
9
年

（
１
６
６
９
）、
4
代
藩
主
直
條
が
城
内
に
設
け
た
読

書
の
た
め
の
室
「
睡
足
舎
」（
後
の
「
養
花
堂
」）
が

始
ま
り
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
の
藩
主
も
直
條
の
学
問

尊
重
の
精
神
を
受
け
継
ぎ
、
8
代
藩
主
直
宜
は
、
寛

政
元
年
（
１
７
８
９
）、
本
藩
よ
り
古
賀
精
里
を
招

い
て
経
義
を
講
じ
、
精
里
は
校
名
を
「
徳
譲
館
」
と

し
た
。
13
代
藩
主
直
彬
は
、安
政
6
年（
１
８
５
９
）、

藩
校
の
改
革
を
行
い
、「
徳
譲
館
」
を
「
弘
文
館
」

と
改
称
。
教
科
内
容
は
、
和
学
・
漢
学
・
医
学
・
洋

学
・
算
法
・
筆
道
・
習
礼
お
よ
び
諸
武
芸
で
、
毎
月

2
回
の
内
試
と
春
秋
2
期
の
会
試
が
あ
っ
た
。
明
治

3
年
（
１
８
７
０
）、
弘
文
天
皇
の
諡
号
に
配
慮
し
、

「
鎔
造
館
」
と
改
称
し
た
が
、
翌
年
、
鹿
島
県
が
廃

止
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
廃
校
と
な
っ
た
。

●問い合わせ先
鹿島市総務部企画財政課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643-1
TEL：0954-63-2114　FAX：0954-63-2129鹿島城赤門

東原庠舎学制 巻子本
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創
立
年
代	

― 

宝
暦
5
年
（
１
７
５
５
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

細ほ
そ

川か
わ

重し
げ

賢か
た

校
訓	

― 

初
代
教
授 

秋
山
玉
山
が
定
め
た
「
時
習
館

学
規
」
が
あ
る

概
要	

― 

宝
歴
4
年
（
１
７
５
４
）
12
月
、
藩
政
改

革
の
一
環
で
8
代
将
軍
藩
主
細
川
重
賢
が
熊
本
城
内

の
二
ノ
丸
に
設
立
、
学
寮
を
時
習
館
、
武
芸
所
を
東

樹
・
西
樹
と
称
し
た
。
同
5
年
正
月
、
重
賢
臨
席
の

も
と
に
開
校
。
時
習
館
は
当
初
よ
り
藩
士
の
子
弟
の

み
な
ら
ず
庶
民
で
も
好
学
の
者
に
は
門
戸
を
開
い

た
。
そ
の
学
風
は
朱
子
学
を
専
一
に
せ
ず
古
学
も
併

せ
容
れ
た
。
そ
の
撰
に
な
る
『
時
習
館
学
規
』
で
は

学
科
は
古
義
新
註
を
な
ら
び
用
い
る
こ
と
を
の
べ

た
。
時
習
館
の
盛
名
は
広
く
全
国
に
及
び
、
そ
の
教

育
・
学
政
の
あ
り
方
は
他
藩
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
。
幕
末
維
新
期
の
時
習
館
は
一
藩
の
大
勢
を
占
め

た
保
守
派
（
学
校
党
）
の
本
拠
と
し
て
実
学
党
や
勤

王
党
に
対
立
、
明
治
3
年
（
１
８
７
０
）
実
学
党
が

藩
政
を
掌
握
す
る
と
時
習
館
は
廃
止
さ
れ
、
代
わ
っ

て
洋
学
校
が
再
建
さ
れ
た
。

創
立
年
代	

― 

安
永
8
年
（
１
７
７
９
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

松ま
つ

浦ら

清き
よ
し（

静
山
）

概
要	

― 

校
名
は
、『
孟
子
』
の
尽
心
章
か
ら
―
「
孟

子
曰
く
、
文
王
を
待
ち
て
後
に
興
る
者
は
凡
民
な

り
。
夫
の
豪
傑
の
士
の
如
き
は
、
文
王
無
し
と
雖
も

猶
は
興
る
。」
に
由
来
す
る
。（
自
立
自
発
）

　
江
戸
中
期
に
創
設
の
平
戸
藩
校
維
新
館
が
、
明
治

13
年
に
第
37
代
御
当
主
の
松
浦
章
公
に
よ
り
猶
興
書

院
（
私
学
）
と
し
て
新
た
に
ス
タ
ー
ト
。
戦
前
の
県

立
中
学
猶
興
館
を
経
て
、
戦
後
の
昭
和
23
年
に
新
制

の
県
立
猶
興
館
高
等
学
校
と
し
て
再
ス
タ
ー
ト
し
、

現
在
に
至
っ
て
い
る
。
今
年
で
１
３
４
年
目
を
迎
え

た
、
長
崎
県
下
最
古
を
誇
る
『
文
武
両
道
』
を
校
是

と
し
た
伝
統
校
で
あ
る
。

　
現
在
、
普
通
科
及
び
理
数
科
併
せ
全
14
ク
ラ
ス
だ

が
、
少
子
化
に
伴
う
改
革
策
が
課
題
の
一
つ
。
同
窓

生
は
約
2
万
8
千
名
を
数
え
、
中
に
は
『
大
日
本
商

業
史
』
を
著
し
た
菅
沼
貞
風
や
数
々
の
流
行
歌
を
作

詞
し
た
藤
浦
洸
（
詩
人
）、
日
本
画
家
で
名
高
い
黒

崎
芳
人
黒
崎
義
介
な
ど
が
い
る
。

●問い合わせ先
長崎県立猶興館高等学校
〒859-5121 長崎県平戸市岩の上町1443
TEL：0950-22-3117

●問い合わせ先
肥後時習館顕彰会
〒860-0046 熊本県熊本市横手3-13-14 中村方
TEL：096-352-7801　FAX：096-352-7801時習館跡

維い

新し
ん

館か
ん�

長
崎
県
平
戸
市

平ひ
ら

戸ど

藩は
ん

　［
6
万
3
千
石
］��

㊺�

時じ

習し
ゅ
う

館か
ん�

熊
本
県
熊
本
市

熊く
ま

本も
と

藩は
ん

　［
54
万
石
］��

㊻�



61 藩校概要［参加藩校紹介］

創
立
年
代	

― 

安
永
2
年
（
１
７
７
３
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

島し
ま

津づ

重し
げ

豪ひ
で

校
訓	

― 

修
身
斎
家
治
国
平
天
下

概
要	

― 

８
代
藩
主
島
津
重
豪
は
文
教
面
に
積
極
的

方
針
を
と
り
、
城
内
二
ノ
丸
御
門
前
3
千
４
０
０
余

坪
の
地
に
聖
堂
（
宣
成
殿
）
を
中
心
に
講
堂
・
学

寮
・
文
庫
な
ど
か
ら
な
る
壮
大
な
学
校
造
士
館
を
建

営
し
、
こ
れ
に
隣
接
す
る
4
千
１
３
９
坪
の
地
に
稽

古
場
演
武
館
を
設
け
た
。
翌
4
年
廓
内
に
医
学
院
を

設
け
て
漢
医
学
を
講
習
さ
せ
、
同
8
年
吉
野
村
に
薬

園
を
設
け
、
ま
た
明
時
館
を
府
城
東
南
の
地
に
営
ん

で
天
文
学
を
研
究
さ
せ
た
。
嘉
永
4
年（
１
８
５
１
）

藩
主
斎
彬
が
襲
封
す
る
に
及
び
教
育
改
革
を
断
行
、

学
校
教
育
は
一
大
発
展
を
し
た
。
維
新
の
の
ち
明
治

2
年
（
１
８
６
９
）
造
士
館
学
制
を
改
め
て
国
学
・

漢
学
・
洋
学
の
三
局
に
ま
と
め
、
翌
3
年
に
は
別
に

小
学
校
を
新
設
。
同
4
年
廃
藩
に
よ
り
本
学
校
は
廃

さ
れ
た
が
、
造
士
館
は
明
治
維
新
の
大
業
に
参
画
し

た
多
く
の
人
材
を
輩
出
す
る
淵
叢
と
な
っ
た
。

創
立
年
代	

― 

宝
暦
2
年
（
１
７
５
２
）

創
立
時
の
藩
主	

― 

松ま
つ

平だ
い
ら

信の
ぶ

復な
お

概
要	

― 

藩
校
時
習
館
は
、
遠
江
浜
松
か
ら
吉
田
へ
人
封

し
た
藩
主
松
平
信
復
に
よ
っ
て
宝
暦
2
年
（
１
７
５
２
）

７
月
、
城
下
八
丁
小
路
沿
い
の
武
家
屋
敷
敷
地
内
（
豊
橋

市
八
丁
通
）
に
創
設
さ
れ
た
。
同
時
に
、
教
育
の
基
準
と

も
な
る
べ
き
時
習
館
定
十
一
カ
条
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
後
、
老
中
と
し
て
幕
閣
で
活
躍
し
た
藩
主
信
明
が
文
化

3
年
（
１
８
０
６
）
に
時
習
館
規
条
を
制
定
し
、
藩
校
教

育
の
目
標
と
教
育
の
具
体
的
内
容
を
示
し
て
教
育
の
刷
新

を
は
か
っ
た
。
ま
た
、
弘
化
元
年
（
１
８
４
４
）
６
月
に

は
、
御
目
付
触
れ
で
特
に
藩
校
に
お
け
る
武
芸
教
育
の
必

要
性
と
そ
の
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
幕
末
・
維

新
期
に
は
内
外
の
緊
迫
し
た
情
勢
を
反
映
し
て
藩
校
の
充

実
・
強
化
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。

●問い合わせ先
造士館講座運営委員会事務局
〒890-0024 鹿児島県鹿児島市明和1-40-13
TEL：090-5737-5571　FAX：099-281-9258

●問い合わせ先
愛知県立時習館高等学校
〒441-8064 愛知県豊橋市富本町
TEL：0532-45-3171　FAX：0532-47-7544

造士館

藩校時習館跡の石碑（現豊橋公会堂）

造ぞ
う

士し

館か
ん�

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市

時じ

習し
ゅ
う

館か
ん�

愛
知
県
豊
橋
市

薩さ
つ

摩ま

藩は
ん

　［
77
万
石
］��

吉よ
し

田だ

藩は
ん

　［
7
万
石
］��

㊼�

㊽�
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№ 藩名 藩校名 所在地
① 盛岡藩 作人館 岩手県盛岡市
② 仙台藩 養賢堂 宮城県仙台市
③ 庄内藩 致道館 山形県鶴岡市
④ 天童藩 養正館 山形県天童市
⑤ 米澤藩 興譲館 山形県米沢市
⑥ 福島藩 講学所 福島県福島市
⑦ 湯長谷藩 致道館 福島県いわき市
⑧ 守山藩 養老館 福島県郡山市
⑨ 白河藩 立教館 福島県白河市
⑩ 二本松藩 敬學館 福島県二本松市
⑪ 棚倉藩 修道館 福島県東白川郡棚倉町
⑫ 水戸藩 弘道館 茨城県水戸市
⑬ 結城藩 秉彝館 茨城県結城市
⑭ 壬生藩 学習館 栃木県下都賀郡壬生町
⑮ 忍藩 進脩館 埼玉県行田市
⑯ 川越藩 講学所（博喩堂） 埼玉県川越市
⑰ 佐倉藩 成徳書院 千葉県佐倉市
⑱ 江戸幕府 昌平坂学問所 東京都文京区
⑲ 三根山藩 入徳館 新潟県新潟市
⑳ 長岡藩 崇徳館 新潟県長岡市
㉑ 富山藩 広徳館 富山県富山市
㉒ 岩村藩 知新館 岐阜県恵那市
㉓ 田中藩 日知館 静岡県藤枝市
㉔ 桑名藩 立教館 三重県桑名市
㉕ 田辺藩 明倫館 京都府舞鶴市
㉖ 峰山藩 敬業堂 京都府京丹後市
㉗ 紀州藩 学習館 和歌山県和歌山市
㉘ 備中松山藩 有終館 岡山県高梁市
㉙ 新見藩 思誠館 岡山県新見市
㉚ 岡山藩 閑谷学校 岡山県備前市
㉛ 福山藩 福山誠之館 広島県福山市
㉜ 岩国藩 養老館 山口県岩国市
㉝ 高松藩 講道館 香川県高松市
㉞ 丸亀藩 明倫館 香川県丸亀市

№ 藩名 藩校名 所在地
㉟ 伊予松山藩 明教館 愛媛県松山市
㊱ 宇和島藩 明倫館 愛媛県宇和島市
㊲ 土佐藩 教授館（致道館） 高知県高知市
㊳ 福岡藩 修猷館 福岡県福岡市
㊴ 柳河藩 傳習館 福岡県柳川市
㊵ 秋月黒田藩 稽古館 福岡県朝倉市
㊶ 豊津藩（旧小倉藩）育徳館（思永館）福岡県京都郡みやこ町
㊷ 佐賀藩 弘道館 佐賀県佐賀市
㊸ 佐賀藩多久邑 東原庠舎 佐賀県多久市
㊹ 鹿島藩 弘文館 佐賀県鹿島市
㊺ 平戸藩 維新館 長崎県平戸市
㊻ 熊本藩 時習館 熊本県熊本市
㊼ 薩摩藩 造士館 鹿児島県鹿児島市
㊽ 吉田藩 時習館 愛知県豊橋市

参加藩校一覧
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全
国
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
行
田
大
会
実
行
委
員
会
委
員

実行委員会委員一覧

大
会
役
員 
石
　
川
　
忠
　
久 

漢
字
文
化
振
興
協
会
会
長

大
会
役
員 
松
　
平
　
忠
　
昌 

忍
藩
松
平
家
第
十
六
代
当
主
・
忍
郷
友
会
会
長

大
会
役
員 

上
　
田
　
清
　
司 

埼
玉
県
知
事

大
会
役
員 

鈴
　
木
　
聖
　
二 

埼
玉
県
議
会
議
員

大
会
役
員 

工
　
藤
　
正
　
司 

行
田
市
長

大
会
役
員 

香
　
川
　
宏
　
行 
行
田
市
議
会
議
長

大
会
役
員 

岸
　
田
　
昌
　
久 
行
田
市
教
育
委
員
会
委
員
長

大
会
役
員 

小
　
川
　
雅
　
以 
行
田
商
工
会
議
所
会
頭

顧
　
　
問 

野
　
中
　
　
　
厚 

衆
議
院
議
員

顧
　
　
問 

小
　
川
　
秀
　
樹 

株
式
会
社
埼
玉
新
聞
社
社
長

顧
　
　
問 

中
　
村
　
　
　
猛 

行
田
市
教
育
委
員
会
教
育
長

参
　
　
与 

小
　
林
　
一
　
彦 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長

実
行
委
員
長 

松
　
平
　
忠
　
昌 

忍
藩
松
平
家
第
十
六
代
当
主
・
忍
郷
友
会
会
長

実
行
委
員
長
代
理 

鈴
　
木
　
秀
　
憲 

行
田
商
工
会
議
所
名
誉
会
頭

副
実
行
委
員
長 

渡
　
邉
　
栄
　
一 

忍
郷
友
会
副
会
長

副
実
行
委
員
長 

白
　
石
　
宗
　
靖 

漢
字
文
化
振
興
協
会
事
務
局
長

実
行
委
員 

細
　
井
　
保
　
雄 

行
田
商
工
会
議
所
副
会
頭

実
行
委
員 

矢
　
澤
　
大
　
和 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員
会
委
員
長

実
行
委
員 

清
　
水
　
龍
　
男 

行
田
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
㈱
代
表
取
締
役

実
行
委
員 

福
　
島
　
伸
　
悦 

行
田
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
会
長

実
行
委
員 

漆
　
原
　
正
　
人 

行
田
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
会
長

実
行
委
員 

倉
　
持
　
成
一
郎 

行
田
さ
く
ら
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
会
長

実
行
委
員 

大
　
野
　
哲
　
也 

行
田
青
年
会
議
所
理
事
長

実
行
委
員 

田
　
代
　
敬
　
二 

忍
郷
友
会
進
脩
塾
主
幹

実
行
委
員 

奥
　
田
　
七
　
寿 

忍
郷
友
会
進
脩
塾
幹
事

監
　
　
事 

小
　
山
　
　
　
博 

忍
郷
友
会
事
務
局
長

監
　
　
事 

小
　
林
　
乙
　
三 

行
田
市
観
光
協
会
事
務
局
長

実
行
委
員 

清
　
水
　
威
　
男 

忍
郷
友
会
事
務
局

実
行
委
員 

清
　
水
　
直
　
人 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
地
域
振
興
担
当
部
長

実
行
委
員 

高
　
橋
　
秀
　
男 

行
田
市
郷
土
博
物
館
館
長

実
行
委
員 

猪
野
塚
　
敏
　
和 

行
田
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
部
長

実
行
委
員 

山
　
本
　
憲
　
作 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 

新
　
井
　
啓
　
介 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 

五
十
幡
　
和
　
彦 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 

岩
　
﨑
　
安
　
裕 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 

碓
　
井
　
勝
　
也 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 

遠
　
藤
　
初
　
枝 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 

永
　
島
　
健
　
雄 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 

大
　
谷
　
純
　
一 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 

大
　
澤
　
　
　
誠 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 

大
　
野
　
年
　
司 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 

大
　
谷
　
文
　
孝 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 

川
　
田
　
隆
　
生 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 

加
　
藤
　
力
　
也 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 

粕
　
谷
　
悦
　
昭 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 

栗
　
原
　
毬
　
子 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 

黒
　
渕
　
陽
　
夫 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 

小
　
林
　
晴
　
夫 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 

小
　
池
　
俊
　
輔 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 

小
　
菅
　
克
　
祥 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 
須
　
郷
　
和
　
美 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 
鈴
　
木
　
ス
イ
子 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 

瀬
　
山
　
文
　
孝 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 

田
　
島
　
博
　
夫 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員
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協
賛
団
体
・
協
賛
者
（
敬
称
略
・
順
不
同
）

第
12
回
全
国
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
行
田
大
会
の
開
催
を
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。

協賛団体・協賛者一覧／実行委員会委員一覧

実
行
委
員 

中
　
川
　
邦
　
明 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 

橋
　
本
　
恭
　
一 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 

早
　
﨑
　
　
　
敬 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 

松
　
岡
　
由
　
浩 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 
横
　
川
　
福
　
治 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 
渡
　
辺
　
幸
　
子 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 

渡
　
邉
　
久
　
記 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 

藤
　
倉
　
　
　
武 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

実
行
委
員 

半
　
田
　
　
　
太 

忍
郷
友
会
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
協
力
委
員

協
力
委
員 

稲
　
永
　
　
　
忍 
も
の
つ
く
り
大
学
学
長

協
力
委
員 

羽
　
田
　
邦
　
弘 
埼
玉
県
立
進
修
館
高
等
学
校
校
長

協
力
委
員 

野
　
中
　
昭
　
夫 

行
田
市
自
治
会
連
合
会
会
長

協
力
委
員 

小
　
池
　
利
　
昌 

行
田
市
商
店
会
連
合
会
会
長

協
力
委
員 

坂
　
本
　
健
　
次 

Ｊ
Ａ
ほ
く
さ
い
代
表
理
事
組
合
長

協
力
委
員 

佐
　
野
　
哲
　
雄 

南
河
原
商
工
会
会
長

協
力
委
員 

大
　
澤
　
由
　
子 

行
田
市
文
化
団
体
連
合
会
会
長

協
力
委
員 

井
　
澤
　
一
　
博 

行
田
市
小
学
校
長
会
会
長

協
力
委
員 

守
　
屋
　
勝
　
利 

行
田
市
中
学
校
長
会
会
長

協
力
委
員 

羽
　
鳥
　
英
　
樹 

行
田
市
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
会
長

協
力
委
員 

畠
　
山
　
恒
　
雄 

埼
玉
浮
き
城
プ
ロ
バ
ス
ク
ラ
ブ
副
会
長

協
力
委
員 

北
　
島
　
通
　
次 

埼
玉
県
企
画
財
政
部
地
域
政
策
課
長

協
力
委
員 

下
　
田
　
正
　
幸 

埼
玉
県
県
民
生
活
部
広
聴
広
報
課
長

協
力
委
員 

小
　
池
　
要
　
子 

埼
玉
県
県
民
生
活
部
文
化
振
興
課
長

協
力
委
員 

今
　
成
　
貞
　
昭 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
観
光
課
長

協
力
委
員 

書
　
上
　
元
　
博 

埼
玉
県
さ
き
た
ま
史
跡
の
博
物
館
館
長

協
力
委
員 

羽
　
鳥
　
利
　
明 

埼
玉
県
立
進
修
館
高
等
学
校
同
窓
会
会
長

協
力
委
員 

永
　
沼
　
規
美
雄 

行
田
市
郷
土
博
物
館
協
議
会
会
長

協
力
委
員 

信
　
澤
　
精
　
一 

行
田
市
郷
土
博
物
館
友
の
会
会
長

協
力
委
員 

小
　
川
　
栄
　
一 

（
公
財
）行
田
市
産
業･

文
化･

ス
ポ
ー
ツ
い
き
い
き
財
団
専
務
理
事

協
力
委
員 

鈴
　
木
　
紀
三
雄 

行
田
市
郷
土
博
物
館
副
館
長

【
特
別
協
賛
】

 

埼
玉
県

 

行
田
市

 

行
田
商
工
会
議
所

 

公
益
財
団
法
人
　
忍
郷
友
会

【
団
体
】

 

行
田
金
融
機
関
連
絡
会

 

行
田
り
そ
な
会

 

足
利
銀
行
行
田
支
店
　
親
足
会

 

行
田
武
蔵
野
会
・
む
さ
し
の
ク
ラ
ブ

 

埼
玉
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
行
田
支
部

 
行
田
仏
教
会

 
行
田
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ

 

行
田
さ
く
ら
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ

 

埼
玉
浮
き
城
プ
ロ
バ
ス
ク
ラ
ブ

 

公
益
社
団
法
人
行
田
法
人
会
行
田
支
部

 

行
田
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ

 

関
東
信
越
税
理
士
会
行
田
支
部

【
企
業
】

 

小
川
工
業
㈱ 

（
行
田
市
）

 

㈱
フ
ァ
イ
ブ
イ
ズ
ホ
ー
ム 

（
行
田
市
）

 

㈱
協
同
観
光
バ
ス 

（
行
田
市
）

 

大
野
建
設
㈱ 

（
行
田
市
）

 

小
山
商
事
㈱ 

（
行
田
市
）
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大
和
輸
送
㈱ 

（
行
田
市
）

 

テ
イ
・
エ
ス 

テ
ッ
ク
㈱ 

（
朝
霞
市
）

 

山
本
食
品
工
業
㈱ 

（
行
田
市
）

 

㈱
清
水
ア
ー
ネ
ッ
ト 

（
行
田
市
）

 

行
田
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
㈱ 

（
行
田
市
）

 

行
田
自
動
車
教
習
所 

（
行
田
市
）

 

渡
辺
㈱ 
（
行
田
市
）

 

㈾
青
美
矢
沢
商
店 
（
行
田
市
）

 

（税）
大
久
保
会
計 
（
行
田
市
）

 

㈱
ヨ
コ
カ
ワ 

（
行
田
市
）

 

き
ね
や
足
袋
㈱ 

（
行
田
市
）

 

行
田
中
央
総
合
病
院 

（
行
田
市
）

 

㈿
ク
リ
ー
ン
パ
ッ
ク 

（
行
田
市
）

 

㈱
ケ
イ
マ
ス 

（
行
田
市
）

 

三
共
印
刷
㈱ 

（
行
田
市
）

 

㈱
シ
ョ
ー
ワ 

（
行
田
市
）

 

壮
幸
会
　
行
田
総
合
病
院 

（
行
田
市
）

 

大
興
電
子
通
信
㈱ 

（
新
宿
区
）

 

松
雲
山
長
光
寺 

（
行
田
市
）

 

㈱
パ
イ
ロ
ッ
ト
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン 

（
中
央
区
）

 

東
日
本
メ
デ
ィ
コ
ム
㈱ 

（
行
田
市
）

 

八
木
橋
百
貨
店 

（
熊
谷
市
）

 

㈲
羽
生
モ
ー
タ
ー
ス
ク
ー
ル 

（
羽
生
市
）

 

湯
本
内
装
㈱ 

（
行
田
市
）

 

海
野
印
刷
㈲ 

（
行
田
市
）

 

ガ
ク
ヤ
㈱ 

（
行
田
市
）

 

㈱
ジ
ム 

（
渋
谷
区
）

 

㈱
十
万
石
ふ
く
さ
や 

（
行
田
市
）

 

東
旭
㈱ 

（
行
田
市
）

 

㈱
リ
ノ
ン 

（
行
田
市
）

 

㈿
行
田
給
食
セ
ン
タ
ー 

（
行
田
市
）

 

味
工
房
　
那
の
つ 

（
行
田
市
）

 

岩
崎
電
気
㈱ 

（
行
田
市
）

 

㈲
小
笠
原
ラ
ヂ
エ
ー
タ
ー
工
業
所 

（
行
田
市
）

 

割
烹 

魚
豊 

（
行
田
市
）

 

川
野
健
人
事
務
所 

（
行
田
市
）

 

㈱
サ
ン
ワ
ッ
ク
ス 

（
行
田
市
）

 

島
﨑
木
材
㈱ 

（
行
田
市
）

 

㈱
テ
イ
ク 

（
行
田
市
）

 

半
田
歯
科
医
院 

（
行
田
市
）

 

町
田
知
啓
法
律
事
務
所 

（
行
田
市
）

 

山
本
商
事
㈱ 

（
行
田
市
）

 
㈲
高
戸
環
衛 

（
行
田
市
）

 
㈲
中
央
百
貨
店 

（
行
田
市
）

 

㈱
倉
持
商
店 

（
行
田
市
）

 

㈱
小
林
ビ
ル
ト 

（
行
田
市
）

 

㈱
シ
マ
ザ
キ 

（
行
田
市
）

 

㈱
田
島
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー 

（
行
田
市
）

 

㈱
タ
ナ
カ 

（
行
田
市
）

 

ベ
ル
ヴ
ィ 

ア
イ
ト
ピ
ア 

（
行
田
市
）

 

㈱
田
村
金
物 
（
行
田
市
）

 

前
澤
瓦
工
業 
（
行
田
市
）

 

㈲
ム
カ
サ
自
動
車 

（
行
田
市
）

 

㈲
ア
ー
ト
ク
リ
ー
ン 

（
行
田
市
）

 

横
田
酒
造
㈱ 

（
行
田
市
）

 

㈱
碓
井
測
研 

（
行
田
市
）

 

忍
藩
堂 

（
行
田
市
）

 

㈱
三
八
染
工
場 

（
行
田
市
）

 

㈲
カ
ン
ダ
ス
タ
ジ
オ 

（
行
田
市
）

 

㈱
鈴
木
測
量
設
計 

（
行
田
市
）

 

彰
考
印
刷
㈱ 

（
上
尾
市
）

 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
ぎ
ょ
う
だ
足
袋
蔵
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

（
行
田
市
）

 

㈱
武
蔵
野
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム 

（
行
田
市
）

 

㈲
白
根
自
動
車 

（
行
田
市
）

 

ト
ー
マ
セ
ン
イ
㈱ 

（
羽
生
市
）

 

土
橋
薬
局 

（
行
田
市
）

 

花
の
ア
オ
ヤ
ギ 

（
行
田
市
）

 

凮
月
堂 

（
行
田
市
）

 

ホ
ッ
ト
ネ
ッ
ト
㈱ 

（
行
田
市
）

 

マ
ツ
オ
カ
印
刷
㈱ 

（
行
田
市
）

 

松
坂
屋
建
材
㈱ 

（
熊
谷
市
）

 

三
島
造
園
㈲ 

（
行
田
市
）

 

森
乳
業
㈱ 

（
行
田
市
）

 

㈲
榧
園
商
事 

（
熊
谷
市
）

 

セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
行
田
向
町
店 

（
行
田
市
）

 

㈱
メ
ン
ズ
オ
ー
タ
ニ 

（
行
田
市
）

 

行
田
ガ
ス
㈱ 

（
行
田
市
）

 

酔
翁
亭
　
華
月 

（
行
田
市
）

 

大
岡
産
業
㈱ 

（
行
田
市
）

 

田
代
商
事
㈱ 

（
行
田
市
）

【
個
人
】

 

岩
﨑
　
安
裕 

（
小
山
市
）

 

粕
谷
　
悦
昭 

（
宮
代
町
）

 

山
田
　
映
子 

（
行
田
市
）

 
井
上
　
啓
子 

（
行
田
市
）

 
大
西
　
義
道 

（
茨
城
県
）

 
田
中
　
利
幸 

（
行
田
市
）

 

遠
藤
　
初
枝 

（
行
田
市
）

 

倉
田
　
耕
市 

（
静
岡
県
）

 

柿
沼
　
貴
代 

（
行
田
市
）

 

清
水
　
威
男 

（
行
田
市
）

 

及
川
　
礼
子 

（
行
田
市
）

 

小
菅
　
克
祥 

（
行
田
市
）

 

江
草
と
み
子 

（
行
田
市
）

 

須
郷
　
　
隆 

（
行
田
市
）

 

小
林
　
晴
夫 

（
菖
蒲
町
）

 

八
木
原
　
保 

（
渋
谷
区
）

 

河
原
　
孝
子 

（
行
田
市
）

 

小
久
保
和
子 

（
行
田
市
）

 

川
島
　
　
清 

（
行
田
市
）

 

川
田
　
隆
生 

（
熊
谷
市
）

 

奥
田
　
七
寿 

（
行
田
市
）

 

長
谷
川
盛
雄 

（
行
田
市
）

 

滝
田
　
和
夫 

（
行
田
市
）

 

川
島
　
清
実 

（
渋
谷
区
）

 

水
谷
　
良
二 

（
行
田
市
）

 

小
島
　
成
一 

（
羽
生
市
）

 

斎
藤
　
　
恒 

（
行
田
市
）

 

鈴
木
ス
イ
子 

（
行
田
市
）

 

蓮
見
　
牧
子 

（
行
田
市
）
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（有）白根自動車
電話 048－556－2700

アオヤギアオヤギアオヤギ花 の TEL&FAX 048-555-2311

田中利幸声楽家・イタリア料理研究家



〒361-0005 行田市斎条1250 TEL.048-557-2759 www.kandast.co.jpÊ

撮影・企画・デザイン・制作までお任せください。

忍 城 本 丸 店

100年の家を守る
技術と真心でパーフェクトクリーン

有限会社 アートクリーン
鴻巣市宮前 84-11　TEL（048）595-1633

測量・建設コンサルタント・開発許可・登記申請

株）鈴 木 測 量 設 計
電話 048（556）7662　FAX 048（556）8929

（株）田村金物

横田酒造株式会社
行田市桜町2丁目29番3号　TEL（048）556-6111㈹

http://www.lamoo.co.jp/yokotashuzo/

祝　第12回全国藩校サミット行田大会
岩 崎 　 安 裕
粕 谷 　 悦 昭
加 藤 　 力 也
平 井 ユ リ 枝
江 草 と み 子
遠 藤 千 枝 子
及 川 　 礼 子
大 澤 　 孝 至
柿 沼 　 貴 代
山 田 　 映 子
鹿 山 　 高 彦

小 松 　 和 弘
須 郷 　 　 隆
田 中 　 利 幸
藤 間 　 圭 一
倉 田 　 耕 市
根 岸 　 友 憲
遠 藤 　 初 枝
清 水 　 威 男
八木原　　保
大 西 　 義 道
田 代 　 敬 二

小 菅 　 克 祥
小 林 　 晴 夫
井 上 　 啓 子
大 澤 　 　 誠
松 岡 　 由 浩
田 代 克 太 郎
青 柳 　 憲 助
杉 田 　 禮 三
滝 田 　 和 夫
奥 田 　 七 寿
川 島 　 清 実

川 島 　 　 清
川 田 　 隆 生
河 原 　 孝 子
水 谷 　 良 二
小 島 　 成 一
小 久 保 和 子
長 谷 川 盛 雄
斎 藤 　 　 恒
鈴 木 ス イ 子
蓮 見 　 牧 子



埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目17番21号 高砂武蔵ビル502

町田知啓法律事務所

弁 護 士  町 田 知 啓
TEL 048（866）4931

いつの時代も変わる事のない安心をお届けいたします

行田市旭町10-43  TEL 048－555－2211
東京海上日動火災保険 代理店  山本商事㈱
保険のやまもと 祝 全国藩校サミット行田大会

鳶  土工事  家屋解体  外構工事

株 式 会 社  小 林 ビ ル ト

半田歯科医院

住 宅 総 合 資 材 販 売

〒361-0061 埼玉県行田市大字和田 123-3
TEL 048（556）3341　FAX 048（553）3700

有限会社 高戸環衛
本　　　社 〒361-0016　埼玉県行田市藤原町3-11-26
  TEL：048-554-1920  FAX：048-556-2627
持田営業所 〒361-0056　埼玉県行田市持田3-30-8

自然環境と社会環境の融合

株式会社

木の文化を後世に伝える



チューオー
ファッションサロン
地域の女性のファッションライフ・生活文化の向上につくす

〒361－0073　埼玉県行田市行田１３－６
TEL 048－554－2351　ＦＡＸ 048－554－7877

販売スタッフ
募集中です

お声掛けください

文久二年創業
伝統の味

℡048-553-3113

割烹　魚 豊

《 昭 和 14 年 創 業 》

各種自動車・重機・ラヂエーター販売 修理
〒360-0023  埼玉県熊谷市佐谷田1432

TEL 048－521－3395㈹　FAX 048－521－3384

有限会社 小笠原ラヂエーター工業所

司法書士・土地家屋調査士

川野健人事務所
〒361-0077 行田市忍 2-14-22

TEL：048-552-0152

協同組合 行田給食センター
「安心」と「おいしさ」をお届け致します。

行田市藤原町1-1　TEL.048-556-4561
HP http://www.plus-kun.com/g-kyusyoku/



ひな人形 ・ 鯉のぼり 蓮の花寺めぐり 第3番

〒361-0004  行田市須加4621
TEL.048-557-0999  FAX.048-557-2347

千手観音
曹洞宗 松雲山長光寺

俳人・川島奇北菩提所



祝 第12回全国藩校サミット行田大会

三共印刷株式会社
本社／〒361-0021  埼玉県行田市富士見町2-1-30　URL●http://www.sankyosya.com

TEL. 048-556-6201

オンデマンド・オフセット・デジタル出力

合資会社 青美矢沢商店
代表社員　　矢澤  大和ホームページ 十万石 検 索

行田本店／行田市行田20－15
☎ 0 4 8（ 5 5 6 ）1 2 8 5

『うまい、うますぎる十万石まんじゅう』のCMで
埼玉県民の皆様にご愛顧いただいております。

地球に優しい物流包装

行田市旭町14－24　TEL 048－569－2251

★ダンボール、パレット等の
 企画、提案、製造、販売★

行田中央総合病院



祝 第12回全国藩校サミット行田大会

行田ロータリークラブ

第12回全国藩校サミット行田大会

行田ロータリークラブ

豊かな知識と
 経験を伝えます

埼玉浮き城プロバスクラブ
【本　部】  埼 玉 県 行 田 市 行 田 1 － 4
【事務局】  羽生市　TEL 048－562－5556

祝  第12回全国藩校サミット行田大会

行田さくらロータリークラブ

創業1922年（大正11年）
国産へのこだわり、老舗足袋メーカー

ガクヤOnline shopで購入出来ます。

株式会社

｢足袋の行田か、行田の足袋か､｣
今では北海道旭川工場が生産拠点

本社（埼玉県行田市向町） ℡ 048-556-3121
営業（埼玉県さいたま市浦和区） ℡ 048-834-7101
 http://www.gakuya.co.jp

めざします 企業の繁栄と社会への貢献

公益社団法人  行田法人会
TEL 048-554-4535　FAX 048-554-6969

http://www6.ocn.ne.jp/̃gyohojin

行田仏教会





人にやさしい快適な環境づくりをめざして

行田・熊谷・小山

産 業 資 材 販 売
空 調 衛 生 設 備 工 事
外 柵 資 材 販 売 施 工



祝  第12回全国藩校サミット行田大会

行田武蔵野会・むさしのクラブ
〈事務局〉武蔵野銀行行田支店内登録有形文化財（平成17年指定／文化庁）、浮き城のまち景観賞（平成21年指定／行田市）

行田武蔵野会は、地域社会発展を願い
武蔵野銀行と協力し、日々 活躍する企業集団です。
今後も市民の皆様と共に“絆”を大切にし、
行田市発展のため精励して参ります。

行田武蔵野会
、浮き城のまち景観賞（平成21年指定／行田市）

行田市発展のため精励して参ります。

武蔵野銀行行田支店外観



行田市商店会連合会

わらべたちが遊ぶまち

浮き城のまち行田

会　長　　小　池　利　昌
〒361-0077 行田市忍 2-1-8　TEL/FAX 048-556-8003

● 忍城おもてなし甲冑隊・岡崎市：グレート家康公「葵」武将隊
 ・神戸：清盛隊による、歓迎おもてなし事業
● 郷土のソウルフード・B級グルメ・無料試食、試飲会

藩校サミット行田大会 協力事業





 祝  第12回全国藩校サミット行田大会
 公益財団法人 忍 郷 友 会

水城公園



祝  第12回全国藩校サミット行田大会
行 田 商 工 会 議 所

埼玉県立さきたま緑道公園
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埼玉県ふるさと
創造資金

埼玉県のマスコット「コバトン」

「藩校サミット」は 一般社団法人 漢字文化振興協会の登録商標です（登録第5638522号）


