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地
域
お
こ
し
協
力
隊
コ
ラ
ム

第
19
代
島
原
城
主　
松
平
忠た

だ
か
ず和

公(

１
８
５
１
～
１
９
１
７)

　
１
８
６
２
（
文
久
２
）
年
、
前
藩
主
の

忠た
だ
ち
か愛

公
が
在
位
わ
ず
か
３
年
、
18
歳
で
死

去
し
た
た
め
、
後
継
者
が
途
絶
え
て
し
ま

い
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
緊
急
事
態
の
中
で
、
藩
は

喪
を
秘
し
て
後
継
者
を
探
し
た
結
果
、
水

戸
藩
の
徳
川
斉な
り
あ
き昭

の
16
男
で
あ
っ
た
昭あ

き
つ
ぐ嗣

（
後
の
忠
和
公
）
に
白
羽
の
矢
が
立
ち
ま

し
た
。
昭
嗣
は
わ
ず
か
12
歳
で
し
た
。
兄

に
、
の
ち
に
徳
川
幕
府
最
後
の
将
軍
と
な

る
一
ひ
と
つ
ば
し橋

慶よ
し
の
ぶ喜

が
い
ま
す
。

　
忠
和
公
の
治
世
に
は
、
島
原
半
島
沿
岸

の
防
備
を
強
化
し
、
島
原
城
三
の
丸
外
庭

に
閲
え
っ
ぺ
い
じ
ょ
う

兵
場
を
設
け
て
調
練
場
を
つ
く
る
な

ど
、
兵
制
改
革
が
推
進
さ
れ
ま
し
た
。

　
一
方
で
、
２
度
に
及
ぶ
幕
府
と
長
州
藩

の
戦
い
で
は
、
兄
・
慶
喜
に
応
え
て
幕
府

方
と
し
て
出
兵
し
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う

な
幕
府
寄
り
の
姿
勢
に
藩
内
の
下
級
士
族

の
中
で
不
満
が
募
り
、
要
人
暗
殺
な
ど
の

事
件
に
発
展
し
ま
し
た
。

　
１
８
６
７
（
慶
応
３
）
年
の
大
政
奉
還

に
引
き
続
い
た
戊
辰
戦
争
で
は
、
奥お
う
う羽

雫し
ず
く
い
し石(

現
・
岩
手
県
雫
石
町)

ま
で
出

兵
し
ま
し
た
。

　
１
８
６
９
（
明
治
２
）
年
、
版
籍
（
領

地
と
領
民
）
を
奉
還
し
て
、
島
原
知ち
は
ん
じ

藩
事

に
任
命
さ
れ
、
１
８
７
１
（
明
治
４
）
年

の
廃
藩
置
県
に
よ
り
島
原
藩
は
消
滅
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
忠
和
公
は
家
臣
２
名
と
欧
米

を
視
察
し
て
お
り
、
松
平
文
庫
で
は
、
シ

カ
ゴ
か
ら
送
ら
れ
た
旅
行
記
の
写
し
や
ロ

ン
ド
ン
で
撮
影
し
た
と
さ
れ
る
写
真
を
所

蔵
し
て
い
ま
す
。

　
忠
和
公
は
、
１
８
８
４
（
明
治
17
）
年

に
子し
し
ゃ
く爵

に
列
せ
ら
れ
、
１
８
８
５
（
明
治

18
）
年
に
宮
内
省
に
出し

ゅ
っ
し仕

し
、
１
９
１
７

（
大
正
６
年
）
67
歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。

　
島
原
藩
消
滅
後
も
旧
藩
士
た
ち
と
の
交

流
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
松
平
文
庫
に
所
蔵

さ
れ
る
資
料
か
ら
も
う
か
が
え
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　
社
会
教
育
課　

　
（
☎
内
線
６
５
２
）
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隊
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皆
さ
ん
も
利
用
さ
れ
る
国
道

２
５
１
号
で
は
〈
島
鉄
〉
と
並
走
す

る
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
か
わ
い

い
姿
を
し
な
が
ら
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
カ

ー
独
特
の
揺
れ
で
力
強
く
走
る
黄
色

い
列
車
。

　

昨
年
12
月
か
ら
今
年
の
４
月
ま

で
、
島
原
鉄
道
に
乗
っ
て
各
駅
を

紹
介
す
る
番
組
〈D

okonN
iki? 

KokonN
iki!

（
ど
こ
ん
に
き
？ 

こ

こ
ん
に
き
！
カ
ボ
チ
ャ
テ
レ
ビ
）〉

を
放
送
し
ま
し
た
。
島
原
市
内
に
は

８
駅
（
島
原
港
駅
～
有
明
湯
江
駅
）

が
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ
〈
山
の
見
え
方
〉

が
違
い
ま
す
。
大
き
く
荒
々
し
い
眉

山
か
ら
始
ま
り
、
少
し
ず
つ
平
成
新

山
が
見
え
て
き
て
、
並
び
、
離
れ
て

い
く
二
つ
の
山
と
、
新
た
に
見
え
て

く
る
山
々
。
そ
の
辺
り
で
は
眉
山
は

形
を
変
え
小
さ
く
な
り
ま
す
。

　
島
原
港
駅
か
ら
諫
早
方
面
へ
上
り

な
が
ら
ロ
ケ
を
し
ま
し
た
が
、
同
じ

市
内
で
も
駅
ご
と
に
景
色
や
音
や
匂

い
な
ど
の
魅
力
が
異
な
り
、
島
原
の

暮
ら
し
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
今
ま
で
は
、
何
気
な
い
風
景
で

し
た
が
、
ロ
ケ
地
に
向
か
う
途
中
に

通
過
す
る
各
駅
で
、
出
会
っ
た
人
た

ち
の
笑
顔
を
思
い
出
し
、「
こ
こ
ん

に
き
」（
こ
の
辺
り
）
に
愛
着
が
生

ま
れ
ま
す
。国
道
側
か
ら
の
風
景
も
、

線
路
側
か
ら
の
風
景
も
、
今
日
の
島

原
。
日
常
の
向
こ
う
側
か
ら
見
る
日

常
に
新
鮮
さ
を
感
じ
ま
す
。

　
い
つ
も
と
少
し
だ
け
見
方
を
か
え

る
と
、
皆
さ
ん
が
暮
ら
す
こ
の
ま
ち

の
再
発
見
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　
政
策
企
画
課　

　
（
☎
内
線
１
４
６
）


