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松ま
つ

帯た
て

刀わ
き―

。

　

幕
末
、
日
本
の
近
代
化
に
大
き

く
貢
献
し
た
志
士
の
一
人
で
あ
る
。

　

島し
ま
づ
な
り
あ
き
ら

津
斉
彬
、
島
津
久ひ

さ
み
つ光

に
才
能

を
見
出
さ
れ
、
若
く
し
て
薩
摩
藩

家
老
と
な
る
。
薩
摩
藩
の
藩
政
改

革
に
留
ま
ら
ず
、
薩
英
戦
争
後
の

イ
ギ
リ
ス
と
の
友
好
関
係
、
薩
長

盟
約
、
そ
し
て
、
徳
川
家
が
政
治

の
実
権
を
朝
廷
に
返
上
す
る
、
い

わ
ゆ
る
『
大た

い
せ
い
ほ
う
か
ん

政
奉
還
』
な
ど
、
日

本
が
近
代
化
に
向
け
て
大
き
く
前

進
す
る
局
面
に
お
い
て
帯
刀
の
類

い
ま
れ
な
る
交
渉
力
は
不
可
欠
で

あ
っ
た
。

　

帯
刀
は
１
８
５
６
年
に
現
在
の

日
置
市
日
吉
町
に
あ
る
吉
利
の
領

主
で
あ
っ
た
小
松
家
に
跡
目
養
子

と
な
っ
て
家
督
を
継
承
し
、
小
松

姓
を
名
乗
っ
て
い
る
が
、
も
と
も

と
は
喜
入
領
主
・
肝き

も
つ
き
か
ね
よ
し

付
兼
善
の
三

男
で
、
肝
付
尚な

お
ご
ろ
う

五
郎
と
名
乗
っ
て

い
た
。
そ
し
て
尚
五
郎
の
祖
先
は
、

大
崎
町
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
。

　

話
は
尚
五
郎
が
こ
の
世
に
生

を
受
け
る
よ
り
３
６
１
年
前
の

１
４
７
４
年
ま
で
に
遡

さ
か
の
ぼる
。
現
在

の
肝
付
町
高
山
に
あ
る
高
山
本
城

は
肝
付
本
家
代
々
の
居
城
で
あ

る
。
12
代
目
の
兼か

ね
た
だ忠

に
は
、
長
男 

国く
に
か
ね兼

、
三
男 

兼か
ね
つ
ら連

、
四
男 

兼か
ね
み
つ光

、

五
男 

兼か
ね
き
よ清

の
息
子
が
い
た
。（
次

男
は
早
く
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。）

父 

兼
忠
と
長
男 

国
兼
は
不
仲
で
、

三
男 

兼
連
は
こ
れ
に
乗
じ
て
国

兼
を
領
外
に
追
放
し
た
。
し
ば
ら

く
こ
の
両
者
の
間
を

取
り
持
っ
て
い
た
の

が
四
男
の
兼
光
で
あ

る
。

　

し
か
し
、
国
兼
の

復
帰
を
願
い
出
た
が
、

取
り
入
れ
ら
れ
ず
、

結
果
、
肝
付
兼
光
は

本
家
と
絶
縁
し
、
島

津
氏
の
臣
下
と
な
る
。

こ
の
時
、
本
町
の
天

子
ヶ
丘
集
落
あ
た
り

を
中
心
と
し
て
『
大

崎
城
』
を
創
建
す
る
。

現
在
私
た
ち
の
『
大

崎
町
』
の
〝
大
崎
〞
の

名
は
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
文
献
に
登

場
す
る
。

　

ち
な
み
に
こ
の
後
１
５
７
７
年

に
馬
場
・
丸
尾
・
城
内
集
落
一
帯

に
大
崎
城
が
創
建
さ
れ
る
が
、
こ

れ
に
対
し
て
肝
付
兼
光
が
創
建
し

た
大
崎
城
は
、現
在
『
旧
大
崎
城
』

と
呼
ん
で
い
る
。

　

旧
大
崎
城
は
東
側
を
正
面
と
し
、

西
方
に
軍
事
施
設
を
集
結
さ
せ
、

〝
西
迫
〞
と
呼
び
、後
方
を
〝
後
迫
〞

と
し
た
。
ま
た
、
西
迫
か
ら
宮
馬

場
に
残
る
凹
道
は
〝
馴な

ら
し
ば
ば

馬
場
〞
と

呼
び
、
武
士
が
馬
を
訓
練
さ
せ
て

い
た
場
所
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

１
４
７
５
年
か
ら
、
現
在
の
宮

崎
県
串
間
市
福
島
の
櫛く

し

間ま

城じ
ょ
うを
拠

点
と
し
て
い
た
島
津
氏
支
族
で
あ

る
伊い

ざ
く
ひ
さ
と
し

作
久
逸
が
、
本
家
島
津
氏
に

反
乱
を
仕
掛
け
て
い
た
。
こ
の
時
、

肝
付
兼
光
は
島
津
11
代
忠た

だ
ま
さ昌

に
従

軍
し
て
い
る
。
そ
し
て
討
伐
に
あ

た
っ
て
功
績
を
上
げ
た
。

　

１
４
８
３
年
に
兼
光
は
大
崎
城

で
亡
く
な
る
が
、
後
を
継
い
だ
肝

付
兼け

ん
ご固

は
、
島
津
忠
昌
に
よ
っ
て

姶
良
郡
溝
辺
三
十
町
を
与
え
ら

れ
、
１
４
８
６
年
、
兼
固
以
下
一

門
は
大
崎
か
ら
溝
辺
に
移
住
し
た
。

１
５
３
４
年
に
、
兼
固
の
後
を
継

い
だ
兼
固
の
子
、
肝
付
兼か

ね
ひ
ろ演

は
、

島
津
家
の
家
老
と
な
り
、
加
治
木

に
移
る
。

　

そ
し
て
、
１
５
９
５
年
、
豊
臣

秀
吉
の
行
っ
た
太た

い
こ
う
け
ん
ち

閤
検
地
に
よ
っ

て
、
加
治
木
か
ら
、
喜
入
へ
と
所

領
替
え
を
さ
せ
ら
れ
、
喜
入
肝
付

氏
が
誕
生
す
る
。
そ
の
後
、
江
戸

時
代
、
薩
摩
藩
で
は
、
島
津
御
一

門
家
の
次
の
家
格
で
あ
る
『
一
所

持
ち
』
と
い
う
家
格
で
存
続
す
る
。

肝
付
尚
五
郎
は
そ
の
末ま

つ

裔え
い

と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　

話
は
難
し
く
な
っ
た
が
、
つ
ま

り
小
松
帯
刀
、
つ
ま
り
肝
付
尚
五

郎
の
祖
先
を
辿た

ど

っ
て
い
け
ば
、
大

崎
城
創
建
者
で
あ
る
肝
付
兼
光
に

行
き
着
く
と
い
う
こ
と
だ
。

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
『
篤
姫
』

最
終
回
、
帯
刀
が
36
年
の
人
生
の

幕
を
閉
じ
る
シ
ー
ン
を
見
て
い
た

が
、
皮
肉
に
も
、
私
自
身
が
こ
の

時
36
歳
で
あ
っ
た
。
36
年
間
の
人

生
の
ス
ケ
ー
ル
の
違
い
を
比
べ
る

と
、
何
と
も
心
境
は
複
雑
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
ん
な
帯
刀
と

自
分
の
住
む
大
崎
町
に
こ
ん
な
接

点
が
あ
っ
た
の
か
と
思
え
ば
、
つ

く
づ
く
自
分
の
町
が
誇
ら
し
い
。

　

地
域
の
面
白
さ
は
、
こ
ん
な
意

外
な
と
こ
ろ
で
発
見
さ
れ
る
。
こ

れ
も
ま
た
『
歴
史
を
歩
く
』
の
楽

し
さ
な
の
で
あ
る
。

大
崎
町
埋
蔵
文
化
財
専
門
員

　
　
　
　
　
　
　
　
【
内
村
憲
和
】

⑬

▲小松帯刀（1835 ～ 1870年）

▲旧大崎城本丸があったとされる一帯（天子ヶ丘集落）


