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　激
動
の
時
代
を
駆
け
抜
け
た

　久
留
米
の
志
士
の
姿
を
伝
え
る巻子装「千載史料　第廿二巻　松﨑誠蔵／今井栄」

（部分）

﹇ 

和
歌
短
冊
三
枚 

﹈

　そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
の
作
者
で
あ
る

水み
ず
の
ま
さ
な

野
正
名
（
１
８
２
３
〜
１
８
７
２
）・

稲い
な
つ
ぐ
せ
い
れ
い

次
成
令
（
１
８
５
１
〜
１
９
３
２
）・

稲い
な
つ
ぐ
ま
さ
た
り

次
正
足
（
？
〜
１
８
９
５
）
は
、
い
ず

れ
も
幕
末
維
新
期
の
久
留
米
藩
に
お
い
て

政
治
や
経
済
に
尽
力
し
た
重
要
人
物
で
し

た
。
久
留
米
に
ゆ
か
り
の
作
品
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
東
京
在
住
の
古
美
術
品
蒐

し
ゅ
う
し
ゅ
う

集
家

よ
り
本
市
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

　３
人
の
和
歌
に
は
、
政
治
や
社
会
が
目

ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
た
激
動
の
時
代
に

あ
っ
て
も
、ふ
と
移
り
行
く
季
節
を
感
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
に
思
い
を
馳
せ
た
、
彼
ら
の
細

や
か
な
一
面
を
垣
間
み
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。 　幕

末
維
新
の
激
動
の
時
代
に
も

　和
歌
の
た
し
な
み

和歌短冊三枚（左から　水野正名・稲次成令・稲
次正足の作）

﹇ 

御
井
町
水
天
宮
関
係
資
料 

﹈

　御
井
町
水
天
宮
の
惣そ

う
だ
い代

の
家
に
伝
来
し

た
資
料
群
で
、
次
の
よ
う
な
同
宮
の
由
緒

と
歴
史
を
良
く
伝
え
て
い
ま
す
。

　同
宮
は
、
天
保
５
年
（
１
８
３
４
）
に

旗は
た
ざ
き崎
に
勧か

ん
じ
ょ
う請さ
れ
ま
し
た
。
明
治
時
代
に

な
る
と
、
政
府
に
よ
る
神し

ん
し祠
仏
堂
整
理
に

伴
い
、路ろ

ぼ
う傍
散さ

ん
ざ
い財
取と

り
し
ら
べ
調
が
行
わ
れ
ま
す
が
、

こ
の
時
、
水
天
宮
堂
の
据す

え
お
き置

の
出
願
を
遺

漏
し
て
し
ま
い
ま
す
。
同
18
年
、
出
願
を

行
い
、
存
続
を
許
可
さ
れ
ま
し
た
。
同
時

に
水
天
宮
堂
の
維
持
管
理
の
た
め
、
祠し

し
ょ
う掌

を
定
め
、
醵き

ょ
き
ん金
の
運
用
収
益
を
祭
典
や
修

繕
に
充
て
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。こ
の
間
、

明
治
17
年
に
石
祠
が
建
立
さ
れ
、
現
在
も

旗
崎
溜
池
の
堤
に
鎮
座
し
ま
す
。

　御み

い井
町
水
天
宮
の
近
代

　受
け
継
が
れ
る
地
域
の
信
仰

御井町水天宮　祠の図面

﹇ 

松
﨑
家
資
料 
﹈

　旧
久
留
米
藩
士
松
﨑
家
に
伝
来
し
、
幕

末
久
留
米
藩
海
軍
の
中
堅
人
物
で
あ
っ
た

松
﨑
誠せ

い
ぞ
う蔵

（
１
８
２
９
〜
１
８
６
９
）
関

係
の
古
文
書
を
中
心
と
す
る
資
料
群
で
す
。

　松
﨑
誠
蔵
は
、
藩
の
近
代
化
に
貢
献
し

な
が
ら
、
政
争
に
破
れ
切
腹
さ
せ
ら
れ
た

殉
難
十
志し

し士
の
一
人
で
す
。
こ
の
十
志
士

の
関
連
資
料
は
、
所
在
を
追
え
な
い
も
の

も
多
く
、
ま
た
、
こ
れ
ま
で
ま
と
ま
っ
た

文
書
群
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
確
認
さ
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
本
資

料
群
は
誠
蔵
の
久
留
米
藩
に
お
け
る
役
割

や
当
時
の
政
治
情
勢
な
ど
を
解
明
す
る
手

掛
か
り
と
し
て
重
要
で
す
。

　巻
子
装
「
千
載
史
料
　第
廿
二
巻
　
　

松
﨑
誠
蔵
／
今
井
栄
」（
写
真
）
は
、
文
久

２
年
（
１
８
６
２
）
閏う
る
う８

月
12
日
に
、
京

都
の
松
﨑
誠
蔵
が
、
江
戸
に
い
る
今
井
栄

に
宛
て
た
書
状
で
す
。

　こ
の
時
期
の
政
治
状
況
で
す
が
、
同
年

２
月
に
和か

ず
の
み
や宮と
将
軍
徳
川
家い

え
も
ち茂
の
婚
礼
が

行
わ
れ
る
と
、
朝
廷
は
幕
府
に
対
し
て
政

治
改
革
を
強
く
求
め
る
よ
う
に
な
り
、
公

武
合
体
を
推
進
し
た
薩
摩
藩
主
の
父
・
島

津
久
光
が
江
戸
へ
の
勅
使
に
随
行
し
ま
す
。

そ
の
結
果
、
徳
川
慶よ

し
の
ぶ喜
が
将
軍
後
見
職
に
、

松
平
春し

ゅ
ん
が
く

嶽
が
政
事
総
裁
職
に
就
任
す
る
な

ど
、
幕
府
が
朝
廷
の
意
向
を
受
け
入
れ
ま

し
た
。

　誠
蔵
は
勅
使
一
行
に
従
っ
て
い
た
よ
う

で
、
閏
８
月
６
日
に
江
戸
か
ら
京
都
に
到

着
し
ま
し
た
。
そ
の
後
５
日
間
で
把
握
し

た
京
都
の
政
治
情
勢
を
、
江
戸
の
今
井
栄

に
伝
え
ま
し
た
。
書
中
で
は
、
京
都
に
は

諸
藩
の
重
役
な
ど
が
多
数
滞
在
し
、
朝
廷

へ
の
周

し
ゅ
う
せ
ん旋

活
動
（「
手て

い
れ入

」）
が
盛
ん
で
あ

る
と
報
じ
て
い
ま
す
。

　幕
末
の
政
治
的
・
軍
事
的
緊
張
の
な
か
、

在
京
久
留
米
藩
士
が
、
他
藩
の
動
向
や
朝

廷
内
の
公
家
の
方
針
齟そ

ご齬
な
ど
、
細
か
に

情
報
を
収
集
し
、
藩
主
が
い
る
江
戸
に
報

告
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
貴
重
な
史
料
で

す
。

じ
ゅ
ん
な
ん
じ
っ


