
方
で
、地
域
の

農
事
の
発
達
・

産
業
の
開
発
に

も
努
力
を
惜
し

み
ま
せ
ん
で
し

た
。
私
費
を
投

じ
て
板
橋
を
架

け
た
り
、机
な

ど
の
教
育
備
品

を
寄
付
し
た
と
い
い
ま
す
。そ
の
た
め
、地
域

住
民
か
ら
も
深
く
信
頼
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
続
い
て
秀
興
に
つ
い
て
も
、国
政
に
携
わ
っ

た
後
、地
元
で
産
業
組
合
を
経
営
し
て
組
合
長

と
し
て
活
躍
し
た
こ
と
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て

い
ま
す
。
中
で
も
特
筆
す
べ
き
は
、小
作
人
の

保
護
に
配
慮
し
た
こ
と
。
小
作
人
が
風
水
害

や
災
厄
に
あ
っ
た
際
に
は
、被
害
の
程
度
に
応

じ
て
見
舞
金
を
出
し
た
と
い
い
ま
す
。
両
者

2

　
東
員
町
役

場
を
訪
ね
た

人
は
、庁
舎

前
に
立
つ
銅

像
に
気
づ
く

で
し
ょ
う
。

名
誉
町
民
第
１
号
で
、町
民
に
慕
わ
れ
た
木
村 

俊
夫
の
在
り
し
日
の
姿
を
彷
彿
さ
せ
る
像
は
、

昭
和
59（
１
９
８
４
）年
に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

　
長
年
に
わ
た
っ
て
国
政
に
尽
く
し
、内
閣
官

房
長
官・外
務
大
臣
な
ど
を
歴
任
し
た
俊
夫
の

足
跡
を
知
る
に
は
、旧
木
村
邸
跡
地
に
建
つ

「
幽
静
館
」が
お
す
す
め
で
す
。
館
内
に
は
、俊

夫
に
加
え
て
祖
父・誓
太
郎（
１
８
４
７
〜
１

９
１
９
）、父・秀
興（
１
８
７
２
〜
１
９
４
１
）

の
足
跡
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
最
初
に
目
に
留
ま
る
の
は
、誓
太
郎
の
功
績
。

政
治
家
と
し
て
県
政
や
国
政
に
尽
く
し
た
一

の
関
係
は
良
好
で
、強
い
絆
で
結
ば
れ
て
い
た

の
で
す
。

　
こ
う
し
た
祖
父
と
父
の
意
志
を
受
け
継
い

だ
俊
夫
も
、誠
実
で
気
さ
く
な
人
柄
で
し
た
。

そ
れ
は
、地
域
の
人
か
ら「
先
生
、お
元
気
で
」

と
い
わ
れ
、「
た
の
む

に
俊
夫
と
呼
ん
で
く

れ
」と
方
言
で
答
え

た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー

ド
か
ら
も
伝
わ
り
ま

す
。
館
内
に
は
、エ

ジ
プ
ト
・
イ
ン
ド
な

ど
の
各
国
要
人
か
ら
贈
ら
れ
た
食
器
類・ろ
う

そ
く
立
て
な
ど
も
展
示
さ
れ
、政
治
家
と
し
て

活
躍
し
た
姿
も
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
「
政
治
に
人
格
を
」の
モ
ッ
ト
ー
の
も
と
、12

回
も
衆
議
院
議
員
に
当
選
し
た
の
は
、地
域
住

民
と
の
長
年
に
わ
た
る
深
い
信
頼
関
係
の
賜

物
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

1

木
村 

俊
夫 （
１
９
０
９
〜
１
９
８
３
）

【
員
弁
郡
東
員
町
】

祖
父
、父
の
意
志
を
受
け
継
い
だ
地
域
住
民
と
の
深
い
絆

む
ら

と
し

お

き

木村 俊夫像

「幽静館」外観（員弁郡東員町）「幽静館」外観（員弁郡東員町）

「幽静館」内の展示風景

各国要人からの寄贈品

「
幽
静
館
」（
土・日・祝
日
開
館
。無
料
）

東
員
町
総
務
課
総
務
管
財
係　

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
４ ‒ 

８
６ ‒ 

２
８
０
０

お
問
い
合
わ
せ

ゆ
う
せ
い
か
ん

た
ろ
う

た
ま

も
の

せ
い

お
き

ひ
で

三
重
の
誇
り
。地
域
に
尽
く
し
た
先
人
た
ち

＊
各
施
設
に
関
し
て
は
、
休
館
日
・
開
館
時
間
・
料
金
・
受
け
入
れ

方
法
・
人
数
な
ど
に
違
い
が
あ
り
、
状
況
に
応
じ
て
休
館
・
閉
館

し
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

取
材
・
文
…
中
村 

真
由
美
　
中
村 

元
美
　
堀
口 

裕
世

撮
影
…
…
…
梅
川 

紀
彦
　
尾
之
内 

孝
昭

た
だ
し
※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

　
三
重
県
に
は
、時
代
ご
と
に
、さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
多
大
な
功
績
を
残
し
た
偉

人
た
ち
が
数
多
く
存
在
し
ま
す
。

　
今
回
は
、そ
の
中
で
も
近
代・現
代
を
中
心
に
、地
域
の
た
め
に
尽
く
し
た
先

人
た
ち
を
紹
介
し
ま
す
。資
料
館・記
念
館
や
旧
宅
な
ど
を
訪
ね
、そ
の
足
跡
を

た
ど
れ
ば
、先
人
た
ち
か
ら
の
エ
ー
ル（
声
援
）が
聞
こ
え
て
く
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

特集

取
材
・
撮
影
は
10
月
中
旬
〜
11
月
上
旬
に
行
い
ま
し
た

取
材
・
撮
影
は
10
月
中
旬
〜
11
月
上
旬
に
行
い
ま
し
た



の
橋
に
は
、人
々
が
喜
ぶ
姿
を
見
て
、自
分
の

こ
と
の
よ
う
に
喜
ん
だ
、前
川 

定
五
郎
の
物

語
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
物
語
を
知
る
た
め
に「
前
川
定
五
郎
資
料

室
」を
訪
ね
る
と
、「
前
川
定
五
郎
翁
顕
彰
事
業

委
員
会
」委
員
長
の
井
上 

敏
雄
さ
ん
と
副
委

員
長
の
薮
田 

雅
也
さ
ん
が
温
か
く
出
迎
え
て

く
れ
ま
し
た
。
同
委
員
会
は「
牧
田
地
区
地
域

づ
く
り
協
議
会
」メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
、平
成

26（
２
０
１
４
）年
に
設
立
さ
れ
、定
五
郎
の
功

績
を
ア
ニ
メ
で
紹
介
す
る
Ｄ
Ｖ
Ｄ「
定
五
郎
物

語
」制
作
や
、小
学
生
を
対
象
に
し
た
作
文
コ

ン
ク
ー
ル
、純

米
吟
醸「
定
五

郎
物
語
」の
米

づ
く
り
な
ど

を
行
っ
て
き

ま
し
た
。

4

※
印
の
写
真
は
鈴
鹿
市
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
文
化
財
課
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

　
鈴
鹿
市
内
を
流
れ
る
鈴
鹿
川
に
架
か
る
８

つ
の
橋
の
中
に
、１
つ
だ
け
人
名
が
付
い
た
も

の
が
あ
り
ま
す
。
定
五
郎
橋
で
す
。
実
は
こ

　
こ
の
日
も
同
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
視
聴
し
ま
す
。
す

る
と
、決
し
て
裕
福
で
は
な
い
定
五
郎
が
、鈴

鹿
川
の
往
来
に
困
っ
て
い
る
人
々
の
た
め
に
、

何
度
も
困
難
に
立
ち
向
か
っ
た
経
緯
が
わ
か

り
ま
し
た
。
ま
ず
、私
財
を
投
じ
て
渡
し
船
用

の
小
舟
を
購
入
。
そ
の
舟
を
甥
と
２
人
だ
け

で
血
が
に
じ
む
思
い
を
し
て
運
ん
だ
に
も
関

わ
ら
ず
、乗
船
料
は
も
ら
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

次
に
、橋
を
架
け
る
た
め
に
必
死
で
寄
付
金
を

募
り
ま
す
。
明
治
29（
１
８
９
６
）年
、最
初
に

架
け
た
板
橋
が
、わ
ず
か
１
か
月
で
大
雨
に
流

さ
れ
た
際
に
は
、寄
付
金
に
加
え
て
自
分
の
田

畑
を
売
っ
て
２
度
目
に
着
手
。
翌
年
、長
さ
１

２
２
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
の
橋
が
完
成
し
ま
す
。

し
か
し
、定
五
郎
は
満
足
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

さ
ら
に
多
く
の
人
々
が
安
心
し
て
渡
れ
る
よ

う
に
と
、大
規
模
な
橋
づ
く
り
に
奔
走
す
る
の

で
す
。
長
さ
２
４
５
メ
ー
ト
ル
の
立
派
な
橋

が
完
成
し
た
の
は
、同
41（
１
９
０
８
）年
の
こ

と
で
し
た
。

　
橋
づ
く
り
に
生
涯
を
捧
げ
た
定
五
郎
の
物

語
を
視
聴
し
終
わ
る
と
、ほ
の
ぼ
の
と
し
た

タ
ッ
チ
の
絵
柄
と
、地
元
住
民
が
務
め
る
声
優

の
名
演
技
も
あ
り
、じ
ん
わ
り
胸
が
熱
く
な
る

の
を
感
じ
ま
し
た
。

　
資
料
室
内
に
は
、定
五
郎
が
購
入
し
た
舟
の

底
板
や
遺
品
の
数
々
に
加
え
て
、写
真
パ
ネ
ル

も
展
示
。
中
に
は
３
回
目
の
橋
の
完
成
式
の

様
子
を
撮
影
し
た
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
こ

の
３
回
目
の
時
に
、当
時
の
鈴
鹿
郡
郡
長
の
提

案
で「
定
五
郎
橋
」と
命
名
さ
れ
た
の
で
す
。

定
五
郎
は
、86
歳
で
こ
の
世
を
去
る
日
ま
で
橋

を
見
に
行
き
、点
検・修
理
す
る
日
々
を
過
ご

し
た
の
で
す
。

　
「
定
五
郎
翁
の
こ
と
を
、よ
り
多
く
の
人
に

知
っ
て
も
ら
い
た
い
の
で
す
」と
話
す
の
は
、

も
ら
う
と
、「
何
事
も
あ
き
ら
め
ず
最
後
ま
で

や
り
ぬ
く
こ
と
や 
ひ
と
の
た
め
に
力
を
出
す

こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
人
に
、成
長
し
て
い
き

た
い
で
す
」「
少
し
で
も
た
く
さ
ん
良
い
こ
と

を
し
て
、み
ん
な
が
笑
顔
で『
あ
り
が
と
う
！
』

と
言
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
、が
ん
ば
り
た
い
で

す
」な
ど
の
言
葉
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。定

五
郎
の
想
い
は
、子
ど
も
た
ち
に
着
実
に
届
い

て
い
る
の
で
す
。

「
牧
田
地
区
地
域
づ
く
り
協
議
会
」会
長
の
中

川 

悟
さ
ん
。〝
住
ん
で
良
か
っ
た
ま
ち
づ
く
り
〞

に
向
け
て
活
動
す
る
同
会
で
は
、定
五
郎
の
功

績
を
紹
介
し
た
写
真
パ
ネ
ル
を
活
用
し
た
移

動
展
示
も
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
日
は
、竣
工

し
た
ば
か
り
の
牧
田
公
民
館
で
、「
前
川
定
五

郎
翁
写
真
パ
ネ
ル・ぬ
り
絵
展
」を
開
催
。
壁

一
面
に
展
示
さ
れ
た
ぬ
り
絵
に
は
、定
五
郎
翁

の
穏
や
か
で
カ
ラ
フ
ル
な
笑
顔
が
並
ん
で
い

ま
し
た
。

　
ま
た
同
会
で
は
、次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち

に
、定
五
郎
の
偉
業
を
伝
え
る
授
業
も
実
施
。

授
業
後
の
感
想
を
綴
っ
た
作
文
集
を
見
せ
て

3

前
川 

定
五
郎 （
１
８
３
２
〜
１
９
１
７
）

【
鈴
鹿
市
牧
田
地
区（
平
田・岡
田・弓
削・算
所・甲
斐・大
池・阿
古
曾
）】

〝
人
の
喜
び
は 

わ
が
喜
び
〞を
貫
き
、橋
づ
く
り
に
生
涯
を
捧
げ
た

げ

さ
ん
じ
ょ

あ
こ
そ

ゆ

さ
だ

ご

ろ
う

ま
え

が
わ

※

※

「前川定五郎資料室」内で再現された渡し船の様子

DVD「定五郎物語」「前川定五郎翁写真パネル・ぬり絵展」

定五郎橋近くの堤防沿いに建つ
「定五郎翁彰徳碑」

明治41（1908）年に完成した橋と、定五郎

現在の定五郎橋

お
い

ほ
ん
そ
う

「
前
川
定
五
郎
資
料
室
」（
牧
田
小
学
校
内
）

（
土・日・祝
日
公
開
。
見
学
日
の
３
日
前

ま
で
の
平
日
に
要
予
約
）

鈴
鹿
市
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部　
文
化
財
課　

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９ ‒ 

３
８
２ ‒ 

９
０
３
１

お
問
い
合
わ
せ



年
を
社
会
福
祉
に
捧
げ
た
原
田 

二
郎
の
旧
宅

が
あ
り
ま
す
。案
内
を
お
願
い
し
た
の
は
、「
旧

長
谷
川
治
郎
兵
衛
家
」「
旧
小
津
清
左
衛
門
家
」

と
、こ
の
旧
宅
の
館
長
を
務
め
る
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人「
松
阪
歴
史
文
化
舎
」の
松
本 

吉
弘
さ
ん
。 

「
豪
商
の
ま
ち
と
し
て
知
ら
れ
る
松
阪
で
す
が
、

城
下
町
で
あ
り
、武
家
の
文
化
も
息
づ
い
て
い

ま
す
」と
、松
阪
の
魅
力
を
多
面
的
に
語
ら
れ

ま
す
。

　
原
田 
二
郎
は
、嘉
永
２（
１
８
４
９
）年
、こ

の
家
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
父
の
清
一
郎
は
紀

州
和
歌
山
藩
の
松
坂
奉
行
所
に
勤
め
る
同
心
。

武
家
ら
し
く
質
実
剛
健
を
旨
と
し
、幼
少
期
か

ら「
天
下
の
富
は
私
す
べ
き
で
は
な
い
」と
諭

さ
れ
て
育
っ
た
そ
う
で
す
。
藩
の
松
坂
学
問

所
で
学
び
、数
え
年
17
歳（
以
下
年
齢
は
す
べ

て
数
え
年
）で
藩
に
奉
職
し
ま
す
が
、 時
は
幕

末
の
動
乱
期
。
20
歳
の
と
き
明
治
維
新
を
迎

6

※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

　
松
阪
市
殿
町
。
江
戸
時
代
、武
士
た
ち
が
住

ん
だ
こ
の
場
所
は
、今
も
古
い
邸
と
美
し
い
生

け
垣
が
続
く
静
か
な
町
で
す
。
そ
の
一
角
に
、

明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
財
界
で
活
躍
し
、晩

え
、勤
王
家・世
古 

延
世
に
随
行
し
て
京
都
へ

向
か
う
な
ど
し
て
い
ま
す
。
廃
藩
置
県
の
実

施
さ
れ
た
明
治
4（
1
8
7
1
）年
、二
郎
は
東

京
に
出
て
英
語
や
洋
学
を
学
び
ま
す
。

　
27
歳
で
大
蔵
省
に
入
っ
た
二
郎
は
、31
歳
の

と
き
、横
濱
第
七
十
四
国
立
銀
行
の
頭
取
に
就

任
し
ま
す
。異
例
の
大
抜
擢
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。続
け
て
東
京
貯
蓄
銀
行
頭
取
な
ど
も
務
め
、

銀
行
家
と
し
て
そ
の
力
量
を
発
揮
し
ま
す
が
、

や
が
て
体
調
を
崩
し
て
銀
行
を
辞
し
、帰
郷
し

ま
す
。
東
京
で
の
入
院
生
活
を
含
め
、療
養
に

は
十
数
年
を
要
し
ま
し
た
。こ
の
頃
の
二
郎
は
、

中
央
財
界
の
要
職
を
断
り
、歌
人・佐
々
木 

弘

綱
に
師
事
し
て
和
歌
に
親
し
ん
だ
そ
う
で
す
。

　
明
治
33（
１
9
0
0
）年
か
ら
、二
郎
は
鴻
池

銀
行（
後
の
三
和
銀
行
）に
入
り
、政
治
家・井

上 

馨
の
要
請
に
よ
り
、鴻
池
家
の
財
政
を
立

て
直
す
た
め
の
改
革
に
辣
腕
を
振
る
い
ま
す
。

鴻
池
家
再
建
だ
け
で
な
く
、韓
国
銀
行
設
立
委

員
な
ど
を
歴
任
し
、桂
内
閣
に
公
債
償
還
基
金

制
度
を
献
策
し
て
容
れ
ら
れ
る
な
ど
、経
済
界

で
重
み
を
増
し
て
ゆ
く
二
郎
で
し
た
が
、そ
の

最
中
、明
治
37（
１
９
０
４
）年
に
は
父
を
、翌

年
に
母
を
、更
に
そ
の
翌
年
に
は
妻
の
節
枝
を

亡
く
し
ま
す
。 

子
も
な
く
孤
独
と
な
っ
た
二

郎
は
、そ
の
後
も
久
原
財
閥
の
副
監
督
な
ど
要

職
を
重
ね
な
が
ら
、戦
争
や
天
災
で
困
窮
す
る

人
々
に
何
度
も
多
額
の
寄
付
を
し
て
い
ま
す
。

　
　
歳
で
再
婚
し
た
妻
の
栄
子
と
も
5
年
後

に
は
永
別
し
、こ
の
年
、二
郎
は
鴻
池
家
の
監

督
を
大
隈 

重
信
に
譲
り
、翌
年
に
は
全
て
を

辞
し
て
、社
会
福
祉
の
財
団
創
設
に
向
け
て
動

き
は
じ
め
ま
す
。
大
正
９（
１
９
２
０
）年
、財

産
１
０
２
０
万
円（
現
在
の
約
１
５
０
億
円
相

当
）を
全
て
寄
付
し
、こ
れ
を
基
金
と
し
て「
原

田
積
善
会
」を
設
立
し
ま
し
た
。
時
の
首
相・

原 

敬
は
二
郎
の
思
い
に
感
じ
、申
請
か
ら
10

世
田
谷
区
に
本
部
を
置
き
、幅
広
い
活
動
が
続

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
原
田 

二
郎
旧
宅
は
、二
郎
が
生
ま
れ
た
頃

に
建
て
ら
れ
た
武
家
屋
敷
で
、丸
窓
の
あ
る
二

階
部
分
は
二
郎
が
銀
行
頭
取
を
辞
し
て
帰
郷

し
た
際
に
、書
斎
と
し
て
増
築
し
た
も
の
。
平

成
21（
2
0
0
9
）年
に「
原
田
積
善
会
」か
ら

松
阪
市
に
寄
贈
さ
れ
、有
形
文
化
財
に
指
定
、

復
元
整
備
を
行
い
ま
し
た
。現
在
は
、「
松
阪
歴

史
文
化
舎
」に
よ
り
管
理・運
営
さ
れ
、一
般
公

開
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
余
り
と
い
う
異
例
の
速
さ
で
許
可
を
発
し

た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
子
ど
も
や
有
意
の
若
者
に
学
問
の
機
会
を

与
え
、社
会
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
を
つ
く

る
た
め
、日
本
学
士
院
へ
の
寄
付
、病
院
や
障

害
者
施
設
の
建
設
、学
校
給
食
の
実
施
な
ど
、

そ
の
活
動
は
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。 

約
10
年

間
、二
郎
は
こ
の
会
の
運
営
に
当
た
り
、昭
和

５（
１
９
３
０
）年
、82
歳
で
永
眠
し
ま
し
た
。

　
二
郎
は
生
前
、資
金
を
運
用
し
て
そ
の
利
益

を
福
祉
に
用
い
る
た
め
の
試
算「
長
期
複
利
補

給
人
員
積
算
書
」を
つ
く
り
ま
し
た
。「
原
田

積
善
会
」は
こ
の
精
神
に
添
っ
て
資
金
運
用
が

な
さ
れ
、今
も
公
益
財
団
法
人
と
し
て
東
京
都

5

原
田 

二
郎 （
１
８
4
9
〜
１
９
3
0
）【

松
阪
市
殿
町
】

時
代
に
先
行
す
る
経
済
セ
ン
ス
と
福
祉
の
精
神

は
ら

ろ
う

だ

じ

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人「
松
阪
歴
史
文
化
舎
」　

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
８ ‒ 

２
１ ‒ 

８
６
０
０

お
問
い
合
わ
せ

※

「原田二郎旧宅」

昭和10（1935）年に撮影された
原田邸の門

2階の書斎から中庭を臨む

玄関横の居間と客間

門から庭へと続く飛石を配した露路（ろじ）

さ
な
か

ら
つ
わ
ん

は
ら
た
か
し

と
き

の
ぶ

や
し
き

よ

え

64



『鐵城翁傳』復刻版

助
翁
が
関
わ
っ
て
い
ま
す
」と
教
え
て
く
れ
る

の
は
、伊
賀
地
域
の
文
芸
誌「
伊
賀
百
筆
」編
集

長
の
北
出 

楯
夫
さ
ん
。『
伊
賀
の
郷
土
史
あ
れ

こ
れ
』な
ど
の
著
書
も
多
く
、歴
史・文
学
に
精

通
す
る
北
出
さ
ん
に
話
を
伺
う
と
、善
助
の
先

見
性
や
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
、実
行
力
に
は
驚

く
ば
か
り
で
す
。

　
関
わ
っ
た
主
な
事
業
だ
け
を
挙
げ
て
も
、岩

倉
発
電
所
に
加
え
て
比
奈
知
川
水
力
発
電
所

な
ど
の
電
力
事
業
、伊
賀
貯
蓄
銀
行
の
設
立
、

伊
賀
軌
道（
現
在
の
伊
賀
鉄
道
）敷
設
、榊
原
温

泉
の
復
興
な
ど
、枚
挙
に
い
と
ま
が
あ
り
ま
せ

ん
。
さ
ら
に
は
、大
正
13（
１
９
２
４
）年
に
、

当
時
の
上
野
町
長
に
就
任
し
て
下
水
道
築
造

事
業
を
進
め
た
際
に
は
、不
足
分
を
自
ら
寄
付

し
た
と
い
い
ま
す
。後
に
自
伝『
鐵
城
翁
傳
』の

中
で
、「
滅
私
奉
公
の
精
神
で
仕
事
を
し
た
」と

書
い
た
通
り
、腸
チ
フ
ス
な
ど
の
伝
染
病
に
苦

8

　
伊
賀
市
の
北
西
部
に
位
置
す
る
岩
倉
峡
を

訪
ね
、「
川
辺
の
散
歩
道
」を
５
０
０
メ
ー
ト
ル

程
度
歩
く
と
、「
旧
岩
倉
発
電
所
跡
」を
示
す
立

て
看
板
に
た
ど
り
着
き
ま
す
。
現
在
の
伊
賀

市
街
地
に
電
気
の
明
か
り
が
灯
っ
た
の
は
、同

発
電
所
が
業
務
を
開
始
し
た
明
治
37（
１
９
０

４
）年
の
こ
と
。
伊
賀
近
代
化
に
多
大
な
貢
献

を
果
た
し
た
の
が
、同
発
電
所
の
社
長
で
、実

業
家
の
田
中 

善
助
で
し
た
。

　
「
伊
賀
の
近
代
化
の
中
で
、ガ
ス
以
外
は
善

し
む
町
民
の

た
め
に
心
血

を
注
い
だ
こ

と
が
伝
わ
り

ま
す
。 

時
の

内
務
省
土
木
局
長
は
、「
恐
ら
く
日
本
中
で
上

水
道
よ
り
先
に
下
水
道
工
事
を
手
掛
け
た
都

市
は
他
に
無
い
だ
ろ
う
」と
、そ
の
先
見
性
を

褒
め
た
と
い
い
ま
す
。

　
こ
う
し
て
近
代
化
事
業
を
進
め
る
一
方
で
、

善
助
は
奈
良
県
の
月
ヶ
瀬
な
ど
の
風
景
保
護

に
も
力
を
注
ぎ
ま
し
た
。明
治
25（
１
８
９
２
）

年
、当
時
の
帝
国
議
会
に「
風
景
保
護
」の
請
願

を
し
ま
し
た
が
、実
は
こ
れ
は
、日
本
初
の
風

景
保
護
の
請
願
だ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

　
「
善
助
翁
の
よ
う
な
人
は
、今
の
時
代
に
こ

そ
必
要
な
人
材
で
し
ょ
う
」と
北
出
さ
ん
。
没

後
75
年
を
過
ぎ
た
現
在
も
、そ
の
偉
業
は
色
褪

せ
る
こ
と
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。

7

田
中 

善
助 （
１
８
５
８
〜
１
９
４
６
）

【
伊
賀
市
】

伊
賀
近
代
化
の
立
役
者
、風
景
保
護
に
も
力
を
注
い
だ
、〝
電
気
の
善
助
さ
ん
〞

岩倉峡

た
て

ひ

な

ち

ほ

あ

が
わて

つ
じ
ょ
う
お
う
で
ん

ど
う

ま
い
き
ょ

き

お

「
伊
賀
百
筆
」編
集
委
員
会

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
５ ‒ 

２
１ ‒ 

２
１
４
５

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 （
北
出 

楯
夫
さ
ん
）

お
問
い
合
わ
せ

約100点におよぶ資料をわかりやすく展示

“ボーイ教師”と
呼ばれた頃

の
豊
田 

祥

三
さ
ん
が
案

内
し
て
く
れ

ま
し
た
。

　
幾
之
進
は

幼
少
の
頃
か
ら
西
洋
の
地
理
や
物
理
、オ
ラ
ン

ダ
語
な
ど
を
学
び
、明
治
２（
１
８
６
９
）年
に

上
京
。
藩
か
ら
の
推
薦
を
受
け
た
貢
進
生
と

し
て
慶
応
義
塾
に
入
り
ま
す
。
福
沢 

諭
吉
に

師
事
し
、「
文
才
穎
敏
」と
称
え
ら
れ
、わ
ず
か

２
年
後
、15
歳
に
し
て
英
語
教
師
と
し
て
教
壇

に
立
ち
、〝
ボ
ー
イ
教
師
〞と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

　
学
者
と
し
て
活
躍
し
た
後
に
、国
会
議
員
を

経
て
実
業
界
に
進
出
。
明
治
37（
１
９
０
４
）

年
に
千
代
田
生
命
保
険
相
互
会
社
を
創
立
し

て
社
長
に
就
任
し
た
の
を
皮
切
り
に
、第
一
機

関
汽
罐
保
険
、日
本
徴
兵
保
険
、千
代
田
火
災

保
険
、千
歳
火
災
海
上
保
険
を
次
々
に
創
立
。

　

幕
末
、鳥

羽
藩
の
家
老

の
家
に
生
ま

れ
た
門
野 

幾
之
進
は
、

教
育
者
で
あ

り
、千
代
田

生
命
を
創
立

し
た
実
業
家
。

鳥
羽
駅
近
く

の
生
家
跡
に

は「
門
野
幾
之
進
記
念
館
」が
あ
り
ま
す
。「
門

野
家
に
伝
わ
る
刀
や
鎧
、調
度
品
な
ど
、ゆ
か

り
の
品
が
展
示
さ
れ
、幾
之
進
の
生
涯
と
そ
の

功
績
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
養
殖
真
珠

の
御
木
本 

幸
吉
、鳥
羽
商
船
高
専
創
始
者
の

近
藤 

真
琴
と
並
び
、鳥
羽
の
三
賢
人
と
し
て

尊
敬
さ
れ
て
い
ま
す
」と
鳥
羽
市
教
育
委
員
会

実
業
家
と
し
て
成
功
を
お
さ
め
日
本
の
保
険

事
業
に
そ
の
名
を
遺
し
ま
す
。
ま
た
、
昭
和

３（
１
９
２
８
）年
に
は
苦
境
に
陥
っ
た
時
事

新
報
社
の
会
長
に
就
任
し
、私
財
を
投
じ
て
再

建
に
導
き
ま
す
。

　
一
方
、郷
土
の
教
育
振
興
に
も
尽
力
。「
鳥

羽
の
子
ど
も
た
ち
に
本
を
送
っ
た
り
、学
費
援

助
の
奨
学
金
制
度
を
創
設
す
る
な
ど
、郷
里
に

心
を
注
ぎ
、そ
の
熱
意
は
靄
渓
奨
学
会
が
引
継

ぎ
、学
校
図
書
購
入
費
の
寄
付
が
今
も
続
け
ら

れ
て
い
ま
す
」と
豊
田
さ
ん
。「
靄
渓
」は
幾
之

進
の
イ
ニ
シ
ャ
ル「
I・K
」に
由
来
す
る
雅
号

で
す
。 

大
気
中
の
靄
が
集
ま
っ
て
渓
流
と
な

り
、や
が
て
大
海
へ
広
が
る
よ
う
に
と
の
想
い

は
、幾
之
進

の
数
々
の
努

力
が
実
を
結

ぶ
様
と
重
な

り
ま
す
。

門
野 

幾
之
進 （
１
８
５
６
〜
１
９
３
８
）

【
鳥
羽
市
鳥
羽
】

〝
ボ
ー
イ
教
師
〞と
呼
ば
れ
た
俊
才
、実
業
界
で
も
活
躍

「
門
野
幾
之
進
記
念
館
」 

（
鳥
羽
市
歴
史
文
化
ガ
イ
ド
セ
ン
タ
ー
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
９ ‒ 

２
５ ‒ 

８
２
５
５

お
問
い
合
わ
せ

か
ど た

な
か

ぜ
ん

す
け

の

い
く

の

し
ん

生誕地に慶応義塾の学
長でもあった小泉 信三
氏の文による石碑

え
い
び
ん

こ
う
し
ん
せ
い

あ
い
け
い

も
や

か
ん

き

「旧岩倉発電
所跡」を示す
立て看板



　

東
作
は
、大
正
７（
１
９
１

8
）年
、
34
歳
の
若
さ
で
七
保

村（
現
大
紀
町
）村
長
の
職
に

就
き
、村
の
振
興
を
思
っ
て
地

方
自
治
に
尽
力
。
大
き
な
業
績
が
義
務
教
育

確
立
の
た
め
の
教
員
給
与
改
善
で
す
。
当
時

の
義
務
教
育
制
度
で
は
、小
学
校
教
員
給
与
に

対
す
る
国
の
負
担
は
ご
く
わ
ず
か
。
そ
の
た

め
財
政
力
の
弱
い
町
村
で
は
、財
政
の
半
分
を

教
育
費
が
占
め
る
ほ
ど
で
、七
保
村
も
例
外
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
東
作
は
教
育
に
対

す
る
熱
意
か
ら「
義
務
教
育
の
経
費
は
す
べ
て

10

　
藤
の
花
が
見
頃
を
迎
え
る
季
節
に
、義
務
教

育
と
地
方
自
治
の
先
駆
者
と
い
わ
れ
る
大
瀬 

東
作
を
偲
ぶ
催
し
が
開
か
れ
て
い
ま
す
。
こ

の「
東
作
さ
ん
と
藤
ま
つ
り
」は
24
回
を
数
え
、

会
場
は
東
作
の
銅
像
が
あ
る
大
紀
町
の「
野
原

農
村
公
園
」。
清
流
宮
川
が
流
れ
る
の
ど
か
な

農
村
か
ら
、国
政
を
動
か
す
人
物
が
輩
出
さ
れ

て
い
ま
す
。　

国
家
が
負
担
す
る
べ
き
」と
、全
国
の
町
村
長

に
呼
び
掛
け
ま
し
た
。
大
正
10（
１
９
２
１
）

年
に
は「
全
国
町
村
会
」を
発
足
さ
せ
、国
庫
負

担
の
増
額
運
動
を
開
始
し
、と
き
に
北
海
道
な

ど
全
国
を
駆
け
回
り
ま
し
た
。
そ
の
運
動
に

よ
っ
て
国
の
負
担
額
は
４
倍
に
増
加
し
、東
作

が
設
立
に
関
わ
っ
た「
全
国
町
村
会
」は
、現
在

も
国
に
支
援
を
訴
え
る
地
方
の
協
議
会
と
し

て
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　
「
東
作
さ
ん
は
第
一
次
大
戦
で
弱
っ
て
い
た

国
民
に
希
望
の
光
を
与
え
た
人
物
。
地
方
分

権
運
動
を
推
進
し
た
彼
の
お
か
げ
で
、田
舎
の

声
が
中
央
に
届
き
や
す
く
な
っ
た
ん
で
す
」と
、

「
大
瀬
東
作
顕
彰
委
員
会
」代
表
の
山
口 

彰
芳

さ
ん
。
顕
彰
委
員
会
は
東
作
の
生
涯
を
一
冊

の
絵
本『
東
作
さ
ん
の
架
け
橋　
大
瀬
東
作
物

語
』と
し
て
企
画
出
版
し
、町
内
の
小
学
校
に

も
配
布
し
ま
し
た
。

　
東
作
の
足
跡
を
辿
る
に
は
、旧
七
保
小
学
校

跡
の「
野
原
工
房
げ
ん
き
村
」に
あ
る
資
料
館

を
訪
ね
る
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
日
記
や
手

紙
な
ど
、実
際
に
使
用
し
て
い
た
も
の
を
中
心

に
、写
真
な
ど
も
展
示
さ
れ
、当
時
の
村
の
様

子
や
東
作
の
人
柄
に
思
い
を
巡
ら
せ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。〝
憲
政
の
神
様
〞と
呼
ば
れ
た

尾
崎 

行
雄
か
ら
送
ら
れ
た
額
縁
が
掲
げ
ら
れ
、

浜
田 

国
松
や
浜
地 

文
平
ら
郷
土
の
政
治
家

と
の
交
流
が
文
通
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
熱

心
な
読
書
家
だ
っ
た
東
作
の
本
棚
に
は
、政
治

や
宗
教
、農
業
に
科
学
と
幅
広
い
ジ
ャ
ン
ル
が

並
ん
で
い
ま
す
。

　
そ
ん
な
地
域
の
偉
人
に
つ
い
て
、よ
り
広
く

知
っ
て
も
ら
お
う
と
、平
成
29（
２
０
１
７
）年

に
は
東
作
の
生
家
が
民
泊
施
設「
東
作
塾
」と

し
て
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。
親
族
か
ら
建

物
が
寄
贈
さ
れ
た
当
時
、野
原
区
長
で
も
あ
っ

た
山
口
さ
ん
は
、築
１
３
０
年
を
超
え
る
日
本

橋
を
完
工
し
ま
す
。
村
長
の
職
を
辞
し
て
か

ら
は
、農
業
経
営
に
身
を
投
じ
、農
業
発
展
に

力
を
注
ぎ
、愛
郷
の
事
業
に
尽
瘁
し
ま
し
た
。

　
晩
年
は「
山
中
無
名
の
読
書
子
に
な
る
」と

言
っ
た
通
り
、静
か
な
読
書
の
日
々
を
過
ご
し

た
よ
う
で
す
。
８
畳
の
和
室
に
掛
け
ら
れ
た

「
晴
耕
雨
読
樓
」の
書
額
が
、東
作
の
勤
勉
さ
を

物
語
っ
て
い
ま
す
。

家
屋
の
公
開
に
向
け
て
検
討
を
重
ね
て
き
ま

し
た
。
庭
の
木
の
整
備
な
ど
に
は
住
民
を
は

じ
め
、た
く
さ
ん
の
人
が
手
伝
っ
て
く
れ
た
よ

う
で
す
。
民
泊
施
設
と
し
て
オ
ー
プ
ン
し
て

か
ら
は
、
台
湾
の
中
学
生
、ベ
ル
ギ
ー
か
ら
の

一
人
歩
き
旅
、ス
リ
ラ
ン
カ
な
ど
各
国
か
ら
宗

教
色
も
多
彩
に
利
用
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
の

運
営
は「
大
紀
町
地
域
活
性
化
協
議
会
」が

担
っ
て
い
ま
す
。

　
玄
関
に
は
吊
り
橋
の
写
真
が
飾
ら
れ
て
い

ま
す
。
宮
川
渓
谷
に
架
橋
す
る
こ
と
は
東
作

の
夢
で
あ
り
、村
民
の
念
願
。
実
現
の
た
め
に

心
魂
打
ち
込
み
、構
図
を
考
え
、設
計
を
研
究

し
、つ
い
に
昭
和
５（
1
9
3
0
）年
に
旧
野
原
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大
瀬 

東
作 （
１
８
８
５
〜
１
９
３
８
）

【
度
会
郡
大
紀
町
野
原
】

地
方
分
権
運
動
の
先
頭
に
立
っ
て
活
躍
し
た
七
保
村
村
長

「
大
瀬
東
作
顕
彰
委
員
会
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
９
０ ‒ 

３
９
５
１ ‒ 

８
７
７
６

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
山
口 

彰
芳
さ
ん
）

「
大
紀
町
地
域
活
性
化
協
議
会
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
８ ‒ 

７
４ ‒ 

２
２
７
７

お
問
い
合
わ
せ

東作ゆかりの品々を展示

な
な
ほ

「野原工房げんき村」（土曜営業）

「大瀬東作資料館」内の展示風景

広い庭のある民泊施設「東作塾」

野原橋建設は東作と村民の強い念願

「野原農村公園」に立つ銅像

お
お

と
う

さ
く

せ

ゆ
きく

に
ま
つ

ぶ
ん
ぺい

す
い

じ
ん

お



苦
い
薬
を
楽
に

飲
め
る
方
法
は

な
い
か
と
、柔

か
い
オ
ブ
ラ
ー

ト
の
製
作
に
取

り
組
み
ま
す
。

当
時
の
オ
ブ
ラ

ー
ト
は
ド
イ
ツ

製
の
厚
く
固
い
も
の
で
、水
に
長
く
浸
し
て
柔

ら
か
く
し
た
う
え
で
薬
を
包
み
、手
間
の
掛
か

る
も
の
で
し
た
。

　
政
太
郎
は
、米
を
炊
く
と
き
に
釡
か
ら
こ
ぼ

れ
る
デ
ン
プ
ン
膜
に
ヒ
ン
ト
を
得
ま
す
。
原

料
を
試
行
錯
誤
し
た
末
に
、寒
天
を
混
合
し
、

均
一
で
丈
夫
、か
つ
透
明
な
膜
を
つ
く
り
あ
げ

ま
し
た
が
、こ
れ
を
剥
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

あ
る
と
き
、鉄
瓶
に
こ
ぼ
し
て
し
ま
っ
た
溶
液

が
き
れ
い
に
剥
が
れ
た
こ
と
か
ら
、理
想
の
オ

12

※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

　

小
林 

政
太
郎
は
オ
ブ
ラ
ー

ト
を
発
明
し
た
人
物
で
す
。
今

で
こ
そ
薬
は
服
用
し
や
す
い
カ
プ
セ
ル
状
や

錠
剤
で
す
が
、
か
つ
て
は
粉
薬
で
苦
く
、
と

く
に
幼
児
や
老
人
に
と
っ
て
苦
痛
な
も
の
で

し
た
。

　
小
林
家
は
田
丸（
現
玉
城
町
）で
代
々
薬
屋

を
営
み
、漢
方
医
だ
っ
た
父・藤
十
郎
を
追
う

よ
う
に
政
太
郎
も
医
師
を
志
し
、15
歳
で
上
京
。

済
生
学
舎（
現
日
本
医
科
大
学
）で
学
び
、弱
冠

18
歳
に
し
て
医
師
開
業
試
験
に
合
格
し
ま
す
。

21
歳
で
郷
里
に
戻
っ
て
開
業
し
、診
察
の
傍
ら
、

ブ
ラ
ー
ト
の

工
程
が
完
成

し
ま
す
。
専

売
特
許
を
得

る
と
と
も
に
、

「
合
名
会
社

小
林
柔
軟
オ

ブ
ラ
ー
ト
製

造
所
」を
自

宅
裏
に
設
立
し
、百
人
以
上
を
雇
っ
て
、オ
ブ

ラ
ー
ト
の
手
焼
き
製
造
を
開
始
。 

増
加
す
る

需
要
に
応
じ
る
た
め
、ボ
イ
ラ
ー
の
蒸
気
に
よ

る
乾
燥
と
製
品
の
巻
き
取
り
式
で
量
産
に
も

成
功
し
ま
す
。
海
外
で
も
特
許
を
取
得
し
、明

治
37（
１
９
０
４
）年
に
は
万
国
博
覧
会
で
銅

牌
、明
治
43（
１
９
１
０
）年
、日
英
博
覧
会
で

金
牌
を
受
賞
す
る
な
ど
、柔
軟
オ
ブ
ラ
ー
ト
が

一
挙
に
世
界
へ
と
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

会
社
は
、特
許
期
限
が
切
れ
る
昭
和
８（
１
９

３
３
）年
こ
ろ
ま
で
が
最
盛
期
。
そ
の
後
は
研

究
開
発
す
る
事
業
者
が
現
れ
、ま
た
戦
時
体
制

で
輸
出
に
必
要
な
ブ
リ
キ
缶
が
使
用
で
き
な

く
な
り
、工
場
は
昭
和
12（
１
９
３
７
）年
に
閉

鎖
し
、医
師
と
し
て
の
晩
年
を
過
ご
し
ま
す
。

　
玉
城
町
の
街
道
沿
い
に
政
太
郎
の
生
家
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
近
く
に
、大
正
４（
１
９
１

５
）年
、政
太
郎
は
孔
子
廟
を
建
立
し
、儒
教
思

想
の
普
及
、啓
蒙
に
努
め
ま
し
た
。今
は
そ
の

場
所
に
、蔵
と
有
志
65
人
が
建
立
を
祝
っ
て
寄

贈
し
た
記
念
碑
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
後
期
、田
丸
城
主
・
久
野
家
の

家
老
を
務
め
た
金
森 

得
水
は
、経
済
の
道

に
精
通
し
、藩
政
に
功
が
あ
っ
た
人
物
で
す
。

藩
内
の
荒
地
を
開
拓
奨
励
し
、田
丸
物
産
所

を
設
立
し
た
こ
と
な
ど
が
実
績
と
し
て
挙

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
財
政
を
立
て
直
そ
う

と
岩
出
地
区
に
新
田
を
開
墾
し
、茶
や
桑
を

植
え
て
農
業
振
興
に
努
め
ま
し
た
。

　
ま
た
茶
人
や
書
家
と
し
て
も
名
高
い
得

水
は
、
京
都
か
ら

一
流
の
職
人
を
呼

び
、
茶
室
兼
別
邸

を
建
築
し
ま
す
。

現
在
、「
玄
甲
舎
」

と
し
て
一
般
公
開

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
政
太
郎
の
孫
に
あ
た
る
小
林 

厚
さ
ん
が
、

文
献
を
集
め
て『
オ
ブ
ラ
ー
ト
発
明
者
小
林
政

太
郎・資
料
集
』を
平
成
21（
２
０
０
９
）年
に

発
行
し
ま
す
。
厚
さ
ん
が
７
歳
の
時
に
政
太

郎
は
他
界
し
て
い
ま
す
が
、残
さ
れ
た
資
料
か

ら
新
た
な
発
見
も
あ
っ
た
よ
う
で「
地
元
と
の

つ
な
が
り
を
大
切
に
、小
学
校
に
遊
具
や
楽
器

を
寄
贈
し
た
り
、毎
年
旅
回
り
の
曲
芸
団
を
招

い
て
町
民
に
開
放
し
た
り
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
に
よ
り
町
医
者

と
し
て
診
察
を
続
け
、膨
大
な
患
者
さ
ん
の
カ

ル
テ
を
残
し
た
こ
と
に
心
打
た
れ
ま
す
」と
厚

さ
ん
。

　
「
村
山
龍
平
記
念

館
」に
は
、
朝
日
新
聞

創
始
者
の
新
聞
王・村

山 

龍
平
か
ら
政
太
郎

へ
の
書
簡
が
展
示
さ

れ
て
い
ま
す
。
玉
城

町
を
代
表
す
る
偉
人

が
、激
動
の
明
治
・
大

正・昭
和
を
と
も
に
生

き
た
証
で
す
。
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小
林 

政
太
郎 （
１
８
７
２
〜
１
９
４
７
）

【
度
会
郡
玉
城
町
】

オ
ブ
ラ
ー
ト
を
発
明
し
、日
本
だ
け
で
な
く
世
界
に
供
給

金
森 
得
水 

（
１
７
８
６
〜
１
８
６
５
）

田
丸
の
幕
末
を
生
き
た

家
老
で
あ
り
文
化
人

た

ろ
う

と
く

か
な

も
り

す
い

ま
さ

こ

ば
や
し

玉
城
町
教
育
委
員
会（「
村
山
龍
平
記
念
館
」内
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
６ ‒ 

５
８ ‒ 

８
２
１
２

お
問
い
合
わ
せ

※

と
う
じ
ゅ
う
ろ
う

こ
う
し
び
ょ
う

り
ょ
う
へい

の

げ
ん
こ
う
し
ゃ

く

「玄甲舎」の茶室

孔子廟のあった場所に
記念碑が残る 伊勢本街道沿いに建つ政太郎の生家

祝辞を送った政太郎へ村山龍平から返答

※

スチームドライヤー装置で量産を可能に※

明治35年に
専売特許を得る※

オブラート発明につながった真
ちゅう製の鉄瓶。箱に政太郎自
筆の由来が書かれる




