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今
か
ら
３
５
０
年
前
、
松
平
忠
房

公
が
福
知
山
か
ら
島
原
へ
入
部
し
ま

し
た
。
そ
の
忠
房
公
を
輩
出
し
た

深ふ
こ
う
ず溝
松
平
家
は
、
三
河
国
深
溝
を

本ほ
ん
か
ん
ち

貫
地
と
す
る
一
族
で
す
。

　
本
市
と
幸
田
町
は
、
松
平
家
の
歴

史
的
な
つ
な
が
り
を
縁

に
一
昨
年
10
月
に
姉
妹

都
市
を
締
結
し
ま
し
た
。

　
２
月
９
～
10
日
に
幸

田
町
で
開
催
さ
れ
た
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し

て
き
ま
し
た
。
こ
の
中

で
、
島
原
の
松
平
家
墓

所
に
つ
い
て
の
調
査
報

告
を
は
じ
め
、
幸
田
町

の
松
平
家
墓
所
の
現
地

視
察
に
も
参
加
し
、
歴

代
藩
主
と
初
対
面
し
て
き
ま
し
た
。

　
そ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は
町
民
を

は
じ
め
、
近
隣
大
学
の
講
師
や
学
芸

員
も
参
加
し
て
お
り
、
学
術
的
な
意

見
交
換
も
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
史

跡
の
保
護
や
整
備
に
つ
い
て
も
意
見

交
換
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
見
識
を

広
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

国
を
挙
げ
て
「
文
化
財
の
活
用
」

が
叫
ば
れ
る
昨
今
で
す
が
、
適
切
な

保
護
を
無
く
し
て
有
意
義
な
活
用
は

あ
り
得
ま
せ
ん
。

　
私
た
ち
に
は
文
化
財
を
次
の
世
代

に
伝
え
て
い
く
責

任
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
文
化
財

は
一
人
や
二
人
で

守
っ
て
い
け
る
ほ

ど
甘
い
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
専

門
家
は
も
ち
ろ
ん
、

地
域
の
人
た
ち
の

ご
理
解
と
ご
協
力

が
不
可
欠
で
す
。

　
私
も
協
力
隊
と

し
て
、
官
民
協
働
の
文
化
財
保
護
に

つ
い
て
考
え
、
１
０
０
年
先
の
市
民

へ
文
化
財
を
伝
え
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　
社
会
教
育
課　

　
（
☎
�
５
４
７
３
）

第
12
代
島
原
城
主
　
松
平
忠た
だ
ひ
ろ恕
公(

１
７
４
２
～
１
７
９
２) 

『島原大変大地図』
肥前島原松平文庫蔵

　
松
平
忠
恕
公
は
忠た

だ
と
き刻

公
の
次
男
と
し

て
誕
生
し
ま
し
た
。
宇
都
宮
藩
主
で
あ

る
兄
の
忠た

だ
ま
さ祇

公
が
１
７
５
４（
宝
暦
４
）

年
に
病
を
理
由
に
退
隠
し
た
た
め
、
跡

を
継
ぐ
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
１
７
７
４
（
安
永
３
）
年
に
は
旧
領

で
あ
る
島
原
藩
へ
の
転
封
が
命
ぜ
ら

れ
、
翌
年
に
入
部
し
ま
す
。
こ
の
国
替

に
は
莫
大
な
費
用
が
か
か
り
、
後
の
藩

政
へ
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　
入
部
後
、
先
の
島
原
藩
主
戸
田
氏
が

発
行
し
て
い
た
藩
札
の
発
行
期
限
を
先

延
ば
し
に
し
、
藩
の
財
政
立
て
直
し
に

着
手
し
ま
し
た
。
ま
た
、
島
原
藩
の
特

産
物
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
櫨は

ぜ
き
ろ
う

生
蠟
の
専

売
制
を
採
用
す
る
な
ど
地
場
産
品
の
生

産
力
向
上
に
も
取
り
組
み
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
財
政
の
立
て
直
し
に
尽

力
し
ま
し
た
が
、
現
代
の
財
政
再
建
が

難
し
い
の
と
同
様
に
、
思
惑
通
り
に
い

き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
藩
札
の
発
行
は
イ
ン
フ
レ
を
引
き
起

こ
し
、
米
価
は
低
落
。
農
民
は
困
窮
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
櫨
生

蠟
の
生
産
も
専
売
制
を
採
用
し
た
た
め

に
、
単
価
が
安
く
な
り
生
産
意
欲
の
低

下
を
招
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

安
永
・
天
明
期(

１
７
７
２
～

１
７
８
１)
は
台
風
被
害
が
相
次
ぎ
、

さ
ら
に
藩
は
困
窮
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
１
７
９
２
（
寛
政
４
）
年
に
は
、
い

わ
ゆ
る
「
島
原
大
変
」
と
い
う
未
曽
有

の
大
災
害
が
発
生
し
、
災
害
復
興
金
を

幕
府
か
ら
借
用
し
復
興
に
あ
た
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
忠
恕
公
は
復
興
へ
取
り
掛
か
る
矢
先

の
寛
政
４
年
４
月
27
日
、
避
難
先
の
守

山
村
（
雲
仙
市
吾
妻
町
）
に
て
死
去
し

ま
し
た
。

　
「
不
運
な
藩
主
」
と
も
み
ら
れ
が
ち

で
す
が
、
困
難
に
直
面
し
て
も
、
結
果

は
と
も
あ
れ
行
動
す
る
、
責
任
感
あ
る

お
殿
様
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。
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