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島
原
城じ

ょ
う
し址
か
ら
の
眺
望

　
今
回
、
紹
介
す
る
の
は
、
雲
仙
・
普
賢

岳
噴
火
災
害
の
記
録
を
後
世
に
伝
え
よ
う

と
、
昨
年
11
月
に
自
宅
の
倉
庫
を
改
装
し

て
噴
火
災
害
資
料
館
を
開
設
し
た
種
村
繁

守
さ
ん
で
す
。

　
種
村
さ
ん
は
、
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
普

賢
岳
や
眉
山
な
ど
に
登
り
、
山
の
こ
と
が

詳
し
く
な
り
ま
し
た
。
噴
火
後
も
山
に
登

り
、
写
真
や
動
画
を
撮
影
す
る
な
ど
、
噴

火
活
動
を
記
録
し
続
け
て
き
ま
し
た
。
資

料
館
に
は
、
火
口
か
ら
噴
煙
が
上
が
る
様

子
や
火
砕
流
、
溶
岩
ド
ー
ム
な
ど
の
災
害

に
関
す
る
写
真
の
ほ
か
、
山
で
採
れ
る
薬

草
な
ど
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
種

村
さ
ん
は
、
20
年
前
か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

で
地
元
の
子
ど
も
た
ち
に
山
登
り
や
自
然

の
遊
び
な
ど
を
教
え
る
活
動
も
行
っ
て
い

ま
す
。

　
種
村
さ
ん
は
「
災
害
か
ら
25
年
経
ち
、

山
に
は
緑
が
戻
っ
て
き
て
、
災
害
の
面
影

や
記
憶
が
薄
れ
て
き
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、

こ
の
資
料
館
を
通
じ
て
、
山
の
恐
ろ
し
さ

を
伝
え
る
一
方
で
、
山
の
恵
み
に
つ
い
て

も
伝
え
て
い
き
た
い
で
す
。
そ
し
て
、
自

然
の
力
に
は
人
の
力
は
及
び
ま
せ
ん
が
、

自
然
と
触
れ
合
い
、
知
る
こ
と
で
少
し
で

も
自
然
災
害
の
被
害
を
少
な
く
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
伝
え
た
い
で

す
」
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
災
害
か
ら
25
年
の
節
目
の
年
。
あ
ら
た

め
て
自
然
災
害
の
恐
ろ
し
さ
、
そ
し
て
自

然
の
恵
み
に
つ
い
て
、
考
え
る
き
っ
か
け

に
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
資
料
館
は
小
山
町
の
旧
島
原
藩
薬
園
跡

そ
ば
。
開
館
は
、
10
時
か
ら
15
時
ま
で
。

入
場
料
は
無
料
で
す
が
、
事
前
に
種
村
さ

ん
（
☎
�
０
１
０
６
）
に
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。

大正 13年 11月 21日付
島原毎日新聞

　
大
正
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
の
新
聞

を
見
る
と
、
要
人
が
島
原
城
址
を
訪

れ
た
と
い
う
記
事
を
い
く
つ
か
拾
い

上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
１
９
２
４
（
大
正
13
）
年
７
月
９

日
、
佐
世
保
鎮
守
府
長
官
伏ふ
し
み
の
み
や

見
宮
博ひ
ろ

恭や
す
が
島
原
を
視
察
し
ま
し
た
。
本
丸

に
登
り
、
街
の
様
子
を
眺
め
な
が
ら

島
原
の
乱
や
島
原
の
地
誌
な
ど
に
つ

い
て
の
説
明
を
受
け
ま
し
た
。
サ
イ

ダ
ー
を
飲
み
つ
つ
、「
熊
本
は
ど
の

方
角
だ
」、「
あ
あ
、
あ
の
山
の
向
こ

う
か
」
と
言
っ
た
こ
と
ま
で
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
同
年
11
月
21
日
、
フ
ラ
ン
ス
大
使

ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
雲
仙
を

目
指
し
て
、
三
池
（
現
福
岡
県
大
牟

田
市
）
か
ら
三
井
物
産
の
汽
船
諏
訪

丸
で
南
風
楼
前
に
上
陸
し
ま
し
た
。

南
風
楼
で
小
休
止
す
る
予
定
を
変
更

し
て
向
か
っ
た
の
が
島
原
城
址
で
す
。

同
行
し
た
商
務
官
お
よ
び
通
訳
と
と

も
に
、
晩
秋
の
島
原
の
眺
望
に
し
ば

し
見
入
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
軍
事
参
事
官
で
前
陸
軍
大
臣
の
荒

木
貞
夫
が
訪
れ
た
１
９
３
４
（
昭
和

９
）
年
10
月
11
日
の
記
事
に
は
、
荒

木
が「
意
味
深
長
の
感
慨
を
漏
ら
し
」

と
あ
り
ま
す
。
時
を
忘
れ
て
眺
望
に

見
入
る
様
子
と
と
も
に
、
当
時
の
不

穏
な
時
勢
が
記
事
か
ら
垣
間
見
え
ま

す
。

　
眺
望
は
時
の
移
ろ
い
と
と
も
に
変

化
し
て
い
き
ま
す
。
例
え
ば
城
址
か

ら
の
景
観
も
ま
た
文
化
的
遺
産
だ
と

意
識
し
て
見
れ
ば
、
普
段
何
気
な
く

目
に
す
る
ま
ち
の
姿
が
違
っ
た
も
の

に
見
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
い
つ
も
と
違
っ
た
風
景
を
探
し
に

島
原
城
に
登
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

（
松
平
文
庫
学
芸
員　
吉
田　
信
也
）

種村繁守さん


