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ご
自
宅
の
玄
関
に
は

「
丸
に
並
び
鷹
の
羽
」
の

家
紋
を
か
た
ど
っ
た
プ

レ
ー
ト
が
掲
げ
ら
れ
、
下

に
添
え
ら
れ
た
「
Ｓ
Ｉ
Ｎ

Ｃ
Ｅ
１
８
８
７
」
の
文
字

が
ど
こ
か
誇
ら
し
げ
。

　

―

明
治
二
十
年
の
入
植

か
ら
百
二
十
五
年
た
っ
た

こ
の
街
に
屯
田
兵
の
匂
い

が
残
っ
て
い
る
と
す
れ

ば
、
ど
ん
な
も
の
で
し
ょ
う
か
？

　

一
つ
の
象
徴
的
な
例
が
あ
り
ま
す
。
今
現
在
、
新
琴
似
と
呼
ば
れ
る
地

域
に
は
ラ
ブ
ホ
テ
ル
が
一
軒
も
な
い
。
こ
の
種
の
営
業
は
、
案
外
地
元
に

古
く
か
ら
住
ん
で
い
る
人
が
や
っ
て
い
る
も
の
で
す
が
、
こ
こ
新
琴
似
で

は
、
言
っ
て
み
る
と
住
民
意
識
の
中
に
根
付
い
た
「
節
操
」
み
た
い
な
も

の
が
働
い
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
こ
こ
ま
で
は
や
る
け
れ
ど
、
そ

れ
以
上
は
や
ら
な
い
」
み
た
い
な
。
や
は
り
、
屯
田
兵
と
し
て
の
プ
ラ
イ

ド
み
た
い
な
も
の
が
、
こ
の
土
地
に
は
ず
ー
っ
と
息
づ
い
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

確
か
に
、
私
が
生
ま
れ
た
昭
和
二
十
年
代
に
は
三
百
戸
ほ
ど
あ
っ
た
農

家
の
う
ち
屯
田
兵
の
血
筋
の
方
は
二
十
戸
余
り
に
減
っ
て
い
ま
し
た
。
で

も
、
そ
の
ほ
か
の
家
は
、
屯
田
兵
と
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
っ
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
屯
田
兵
の
開
い
た
土
地
を
引
き
継
ぎ
、
屯
田
兵

が
ど
の
よ
う
に
村
を
動
か
し
て
き
た
か
を
直
に
見
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
彼

ら
の
「
誇
り
」
と
か
「
誉
れ
」
み
た
い
な
も
の
も
受
け
継
ぎ
な
が
ら
一
世

紀
に
も
わ
た
る
歴
史
を
刻
ん
で
き
た
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

　

―

琴
似
町
新
琴
似
か
ら
札
幌
市
新
琴
似
町
と
な
っ
た
昭
和
三
十
年
代

は
、
屯
田
兵
ゆ
か
り
の
人
々
が
随
分
活
躍
し
た
よ
う
で
す
ね
。

　

行
政
の
動
か
し
方
を
熟
知
し
て
い
た
末
裔
た
ち

　

え
え
、
そ
の
時
期
に
現
在
の
都
市
と
し
て
の
基
盤
が
形
づ
く
ら
れ
た
と

も
言
え
ま
す
。
札
幌
市
政
に
地
域
の
声
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
は
、
市
議

会
に
議
員
を
送
り
込
ま

な
け
れ
ば
だ
め
だ
、
と

い
う
こ
と
で
屯
田
兵
二

世
の
菅
進
さ
ん
を
担
ぐ

と
と
も
に
、
今
で
言
う

「
住
民
運
動
」
も
活
発

に
展
開
し
ま
し
た
。
私

が
中
学
生
の
こ
ろ
に
、

北
二
十
四
条
ま
で
だ
っ

た
市
電
を
新
琴
似
ま
で

延
ば
し
た
の
も
、
屯
田

新
琴
似
・
黒
田
家
当
主　

黒く
ろ
だ田
�   

徹
と
お
る
�   

さ
ん

　

新
琴
似
兵
村
の
家
屋
番
号
一
〇
六

番―

四
番
通
り
を
挟
ん
で
第
三
中
隊

本
部
の
は
す
向
か
い
に
、
遠
く
鹿

児
島
県
か
ら
弱
冠
二
十
歳
の
青
年
屯

田
兵
が
入
植
し
た
。
そ
の
黒
田
熊
次

郎
の
末
裔
は
、
今
も
こ
の
地
に
暮
ら

す
。
百
二
十
五
年
の
歴
史
を
経
て
、

街
並
み
は
大
き
く
変
貌
し
、
札
幌
市

の
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
中

隊
本
部
と
そ
れ
を
包
む
森
だ
け
が
、

ひ
っ
そ
り
と
当
時
の
面
影
を
伝
え
て

い
る
。
そ
ん
な
兵
村
の
変
遷
と
と
も

に
屯
田
兵
た
ち
の
思
い
が
ど
の
よ
う

に
受
け
継
が
れ
、
子
孫
ら
は
未
来
に

何
を
託
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
黒

田
家
の
現
在
の
当
主
で
あ
る
徹
さ
ん

に
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

土
地
に
こ
だ
わ
り
百
二
十
五
年

祖
母
に
教
わ
ℕ
た
節
操
と
誇
り

イラスト：三田まさひろさん
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兵
と
い
う
か
新
琴
似
の
住
民
パ
ワ
ー
で
し
た
。
既
に
国
鉄
札
沼
線
の
新
琴

似
駅
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
市
電
が
東
区
方
面
に
延
び
て
も
お
か
し
く
な

か
っ
た
け
れ
ど
、
こ
れ
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
、
地
下
鉄
も
麻
生
ま
で
通
っ

た
わ
け
で
す
。
当
時
は
中
学
一
年
生
で
、
開
通
記
念
電
車
の
窓
か
ら
旗
を

降
り
な
が
ら
薄
野
と
の
間
を
往
復
し
た
の
を
今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
。
北

二
十
九
条
あ
た
り
の
西
側
の
札
幌
飛
行
場
の
跡
地
に
は
戦
闘
機
格
納
庫
の

残
骸
が
残
っ
て
い
ま
し
た
。
東
側
は
牧
場
が
広
が
っ
て
い
た
と
思
い
ま

す
。

　

―

そ
の
「
住
民
パ
ワ
ー
」
の
核
に
屯
田
兵
魂
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
か
？

新
琴
似
に
屯
田

兵
と
し
て
入
植

し
ま
し
た
。
熊

次
郎
が
早
世
し

た
た
め
、
婚
約

者
の
大
久
保
ウ

タ
の
兄
で
、
同

じ
鹿
児
島
出
身

の
屯
田
兵
・
大

久
保
喜
一
郎
の

末
弟
の
毅
が
家

督
を
継
ぎ
ま
し
た
。
そ
の
毅
が
長
じ
て
船
乗
り
と
な
り
、
や
が
て
ビ
ル
マ

で
病
死
し
た
こ
と
か
ら
、
大
久
保
家
の
次
弟
・
彦
熊
夫
婦
が
子
ど
も
を
引

き
連
れ
て
黒
田
家
を
継
承
し
た
の
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
明
治
憲
法
に
基
づ
け
ば
、
私
の
祖
父
で
あ
る
彦
熊
は
、

熊
次
郎
、
毅
に
次
ぐ
三
代
目
。
祖
父
の
後
は
、
長
男
・
敦
を
経
て
次
男
で

私
の
父
に
当
た
る
等
が
継
ぎ
ま
し
た
。
今
の
憲
法
に
な
っ
て
か
ら
母
・
淡

子
が
継
ぎ
ま
し
た
か
ら
、
母
が
六
代
目
で
私
は
七
代
目
。
こ
れ
を
旧
来
の

家
制
度
で
な
く
現
在
の
民
法
に
沿
え
ば
、
熊
次
郎
か
ら
祖
父
・
彦
熊
の
間

に
親
子
関
係
が
な
い
の
で
三
・
五
代
と
自
称
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

先
祖
の
地
は
鹿
児
島
県
姶あ
い
ら良
郡
帖
佐
鍋
倉
村
（
現
・
姶
良
市
）
で
、
熊

次
郎
、
弥
熊
兄
弟
は
黒
田
清
隆
の
従
兄
弟
と
い
う
ほ
か
は
、
何
一
つ
伝
え

ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
子
だ
っ
た
私
は
、
大
分
県
の
旧
中
津

藩
か
ら
新
琴
似
に
入
っ
た
山
崎
格
治
の
娘
で
彦
熊
の
元
に
嫁
い
だ
多
栄
か

ら
聞
か
さ
れ
た
話
が
全
て
で
す
。
と
も
か
く
「
武
士
の
出
」
と
い
う
プ
ラ

イ
ド
が
高
か
っ
た
こ
と
は
強
烈
な
印
象
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。
大
変
な

教
育
熱
心
で
、
娘
は
「
金
持
ち
か
学
の
あ
る
者
に
嫁
が
せ
る
」
と
い
う
考

え
を
徹
底
し
て
い
ま
し
た
。
六
人
の
叔
母
は
皆
、女
学
校
を
出
ま
し
た
し
、

父
も
旧
制
一
中
か
ら
北
大
に
進
み
ま
し
た
。
私
は
で
き
が
良
く
な
か
っ
た

け
れ
ど
も
、
祖
父
母
の
孫
に
は
病
院
長
、
校
長
、
社
長
が
い
ま
す
し
、
ひ

孫
に
至
っ
て
は
五
人
の
医
者
を
は
じ
め
東
大
、
京
大
卒
も
い
ま
す
か
ら
、

祖
母
は
天
国
で
満
足
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。　

　

―

明
治
二
十
三
年
に
起
き
た
中
隊
本
部
襲
撃
事
件
は
、
首
謀
者
と
し
て

熊
次
郎
さ
ん
に
無
期
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
も
の
の
真
相
に
つ
い
て
は
諸
説

あ
る
よ
う
で
す
。
祖
母
の
多
栄
さ
ん
か
ら
は
何
か
聞
い
て
い
ま
す
か
？

　

襲
撃
事
件
の
「
真
相
」
い
や
と
い
う
ほ
ど
聞
か
さ
れ
た

　

小
中
学
生
の
こ
ろ
に
何
度
も
聞
か
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
話
に
よ
る
と
、

悪
者
は
中
隊
長
で
、
給
与
米
を
く
す
ね
た
。
そ
れ
を
知
っ
て
憤
っ
た
者
た

ち
が
一
団
を
組
ん
で
襲
撃
し
た
。
首
謀
者
は
ほ
か
に
い
た
が
、
家
族
持
ち

だ
っ
た
。
家
族
が
い
な
か
っ
た
の
は
熊
次
郎
だ
け
で
、
正
義
感
と
い
う
か

義
侠
心
み
た
い
な
も
の
か
ら
首
謀
者
と
し
て
名
乗
り
出
た
。
後
は
弟
の
弥

熊
に
託
し
た
。
こ
れ
を
い
や
と
い
う
ほ
ど
聞
か
さ
れ
ま
し
た
。

　

大
人
に
な
っ
て
か
ら
自
分
な
り
に
知
識
を
得
て
、「
そ
ん
な
に
単
純
な

も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
」
と
思
う
よ
う
に
も
な
っ
た
け
れ
ど
、
事
件

当
時
に
多
栄
は
物
心
つ
く
歳
に
な
っ
て
お
り
、
あ
る
程
度
の
真
相
は
知
っ

　

精
神
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
考
え
方
だ
と
思
い
ま

す
。
当
時
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
、
行
政
の
考
え
方
を
よ
く

知
っ
て
い
た
連
中
。
菅
さ
ん
を
先
頭
に
ま
ち
づ
く
り
に
奔

走
し
た
顔
ぶ
れ
を
見
る
と
、
九
州
諸
藩
の
藩
政
を
担
っ
て

き
た
武
家
の
血
を
引
く
人
々
で
す
。
黒
田
家
は
薩
摩
で
す

し
、
私
の
祖
母
・
多た

え栄
の
山
崎
家
（
明
治
二
十
一
年
、
山

崎
格
治
さ
ん
が
新
琴
似
入
植
）
は
大
分
県
中
津
藩
の
末
席

家
老
の
家
柄
だ
と
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
よ
く
聞
か
さ
れ

ま
し
た
。
そ
ん
な
血
筋
か
ら
か
、
御
上
と
は
反
対
の
側
に

あ
っ
て
も
、
行
政
を
動
か
す
ツ
ボ
を
心
得
て
い
た
か
ら
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

―

そ
の
黒
田
家
の
血
筋
に
つ
い
て
「
私
は
三
・
五
代
目

か
な
」
と
「
屯
田
（
第
46
号
）」
に
書
か
れ
て
い
ま
す
ね
。

　

七
代
に
わ
た
っ
て
家
督
を
継
承

　

初
代
に
当
た
る
黒
田
熊
次
郎
は
、
弟
の
弥
熊
を
伴
っ
て

祖母の多栄さん

黒田家の系図概要
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て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

―

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
し

て
は
義
憤
か
ら
出
た
行
為

で
、
汚
名
を
す
す
ぎ
た
い

と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
？

　

汚
名
と
い
っ
た
感
覚
は

な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

事
件
後
に
黒
田
家
の
者
が

周
り
か
ら
疎
外
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
も
聞
き
ま
せ
ん

し
、
私
自
身
も
、「
罪
人

の
子
孫
だ
か
ら
」
と
い
っ

た
目
で
見
ら
れ
た
こ
と
も

な
け
れ
ば
、
そ
の
逆
を
感

じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
私
な
り
に
真
相

を
推
理
し
た
こ
と
も
あ
り

ま
す
が
、
上
官
を
襲
っ
た

こ
と
は
歴
史
的
事
実
で
す

し
、
黒
田
清
隆
に
つ
な
が

る
人
物
と
し
て
熊
次
郎
が

死
刑
を
免
れ
た
の
も
ど
う
や
ら
真
実
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
清
隆
の
縁
者

な
の
で
裁
く
側
が
困
っ
た
と
い
う
話
は
、
書
物
で
も
読
ん
だ
し
、
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
か
ら
も
聞
き
ま
し
た
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
事
件
は
積
立
米
ど
う
こ
う
と
い
う
よ
り
も
、

も
っ
と
複
雑
な
事
情
が
絡
ん
で
起
き
た
こ
と
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
特

に
、
琴
似
と
山
鼻
の
屯
田
兵
が
官
軍
と
し
て
出
征
し
た
西
南
戦
争
（
明
治

十
年
）
で
は
、
西
郷
隆
盛
ら
旧
薩
摩
藩
の
出
身
者
ら
が
打
ち
負
か
さ
れ
ま

し
た
。
九
州
に
は
旧
豊
津
藩
士
ら
西
郷
軍
に
与
す
る
者
も
い
れ
ば
、官
軍
・

征
討
軍
に
は
同
じ
薩
摩
出
身
が
い
る
な
ど
、
い
わ
ば
隣
同
士
で
殺
し
合
い

を
し
た
の
で
す
。
新
琴
似
兵
村
に
は
、
負
け
て
職
な
く
て
流
れ
流
れ
て
屯

田
兵
に
応
募
し
て
や
っ
て
来
た
者
も
い
た
で
し
ょ
う
か
ら
、
何
か
遺
恨
の

よ
う
な
も
の
を
引
き
ず
っ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

　

―

明
治
式
で
数
え
る
と
徹
さ
ん
の
七
代
目
ま
で
、
屯
田
の
地
と
屯
田
兵

の
血
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
は
、
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
？

　

土
地
に
こ
だ
わ
り
、
土
地
を
生
か
す
道
を
選
ん
だ

　

や
は
り
、
原
生
林
を
切
り
開
く
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
、
こ
の
土
地
へ

の
こ
だ
わ
り
だ
と
思
い
ま
す
。
彦
熊
の
長
男
で
あ
る
伯
父
・
敦
は
、
非

常
に
優
秀
な
人
物
で
、
大
蔵
省
か
ら
満
鉄
（
南
満
州
鉄
道
会
社
）
に
出
向

し
、
満
州
か
ら
の
送
金
を
元
に
新
琴
似
の
地
所
を
広
げ
て
い
っ
た
そ
う
で

す
。
そ
の
弟
の
父
も
、
い
っ
た
ん
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
な
り
ま
し
た
が
、

戦
後
の
農
地
改
革
か
ら
土
地
を
守
る
た
め
に
農
業
に
戻
り
ま
し
た
。
で
す

か
ら
、
私
の
子
ど
も
時
代
は
生
業
が
農
家
で
、
同
じ
屯
田
兵
の
子
孫
で
一

族
を
挙
げ
て
耕
作
地
拡
大
を
図
っ
た
人
達
に
比
べ
る
と
、
私
の
と
こ
ろ
は

貧
農
で
し
た
。

　

―

昭
和
三
十
年
当
時
は
、
黒
田
さ
ん
宅
の
一
帯
も
一
面
畑
が
広
が
っ
て

い
た
よ
う
で
す
ね
。

　

黒
田
家
に
割
り
当
て
ら
れ
た
土
地
は
、
四
番
通
り
を
挟
ん
で
中
隊
本
部

と
向
き
合
い
、
隣
は
練
兵
場
で
し
た
。
兵
屋
の
割
り
当
て
は
、
抽
選
で
決

め
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
黒
田
家
に
比
較
的
条
件
の
良
い
土
地
が
与
え
ら

れ
た
の
は
、
黒
田
清
隆
と
の
つ
な
が
り
か
ら
特
別
の
配
慮
が
あ
っ
た
か
ら

で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
ま
す
。

　

麻
生
の
帝
国
製
麻
の
工
場
が
な
く
な
り
、
跡
地
が
道
営
麻
生
団
地
と

な
っ
た
こ
ろ
か
ら
、
新
琴
似
の
宅
地
化
が
急
激
に
進
み
、
生
徒
数
の
増

加
を
予
測
し
て
我
が
家
の
土
地
の
一
部
が
収
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
を
機
に
農
業
を
廃
業
し
、
貸
家
業
に
転
換
し
た
わ
け
で
す
が
、

新琴似の現在の街並み（上）と昭和 35 年ころの黒田家の農地（下）

　【メモ：中隊本部襲撃事件】
　明治 23（1890）年 10 月 8
日夜（8月 18 日とする史料も
ある）、第三中隊長の安東貞一
郎大尉が中隊本部（写真は現
在）にいるところを銃撃され
た。負傷者はなかったが、軍
法会議により無期懲役の黒田
熊次郎はじめ6人が処罰され、
安東中隊長は謹慎処分となっ
た。兵村記録には、屯田兵の
生活苦を背景に扶助米の天引
き貯蓄をめぐる兵員の不満が
引き金になったと記されてい
るが、詳細は不明。

私
自
身
は
「
土
地
活
用
は
、
地
元
の
役
に
立
つ
も
の
を
」

と
い
う
考
え
で
や
っ
て
き
ま
し
た
。

　

良
い
伝
統
を
未
来
へ　

　

特
に
、
四
番
通
り
は
、
そ
の
立
地
環
境
か
ら
住
民
生
活

に
と
っ
て
利
便
性
の
高
い
商
業
地
と
し
て
の
発
展
に
つ
な

が
る
も
の
を
目
指
し
て
き
た
つ
も
り
で
す
。
ス
イ
ミ
ン
グ

ス
ク
ー
ル
や
格
安
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
で
、
最

近
で
は
マ
ン
シ
ョ
ン
計
画
が
持
ち
込
ま
れ
ま
し
た
が
、
商

業
性
を
考
え
て
カ
ー
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
か

ら
は
人
口
減
少
が
進
み
、
高
齢
世
帯
が
徐
々
に
増
え
、
商

業
活
動
に
影
響
が
出
て
く
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
屯

田
兵
入
植
以
来
の
良
い
伝
統
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
よ
り

住
み
よ
い
街
に
発
展
し
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

（
聞
き
手
・
梶
田
博
昭
）


