
「
信
濃
時
事
」
の
記
事

か
ら
、
水
戸
浪
士
の
伊
那

谷
通
過
と
甲
子
祈
念
碑
の

周
辺
を
あ
た
っ
て
い
た

ら
、
大
正
４
年
１２
月
５
日

１
面
の
市
村
咸
人
「
浪
士

が
来
た
時
」（
赤
枠
）
の
す

ぐ
下
の
「
耿
之
助
の
君
へ

並
木
梨
瓶
」
と
署
名
の

あ
る
記
事
が
目
に
飛
び
込

ん
で
き
た
。
気
に
な
っ

て
、
少
し
読
ん
で
み
た
ら

「
数
日
前
一
寸
讀
賣
で
假

面
同
人
の
集
ま
り
が
あ
つ

た
様
で
す
が
何
か
、
ま
と

ま
っ
た
御
計
画
で
も
、
お

あ
り
な
ん
で
す
か
聞
き
た

い
も
の
で
す
。
兎
に
角
假

面
の
中
止
と
云
ふ
事
が
若

い
人
た
ち
の
頭
を
に
ぶ
ら

せ
て
終
い
ま
し
た
」
と
い

う
一
文
に
行
き
当
た
っ

て
、
ア
レ
レ
と
思
っ
た
。

「
並
木
梨
瓶
」
は
そ
の
変

わ
っ
た
Ｐ
Ｎ
か
ら
奥
村
梨

瓶
（
勘
一
）
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
ま
た
中
止
に
な

る
と
い
う
『
假
面
』
は
、

大
正
４
年
６
月
に
廃
刊
に

な
っ
た
明
治
４５
年
孤
雁
吉

江
喬
松
を
中
心
に
西
條
八

十
、
石
井
柏
亭
、
長
谷
川

潔
ら
が
つ
く
っ
た
詩
と
評

論
・
随
想
・
戯
曲
・
翻
訳

な
ど
の
同
人
誌
で
あ
る
と

推
測
が
つ
く
。
同
人
に
は

日
夏
耿
之
介
も
名
を
連
ね

て
い
る
。
重
ね
て
、
奥
村

梨
瓶
は
、
樋
口
圀
登
（
日

夏
耿
之
介
）
の
小
学
校
時

代
の
同
級
生
で
あ
る
。
と

す
れ
ば
、「
恒
之
助
の
君
」

と
い
う
の
は
、
こ
の
頃
使

い
始
め
た
日
夏
耿
之
介
の

こ
と
に
相
違
な
い
。

記
事
を
見
て
み
る
と
、

記
事
は
投
書
で
、
無
沙
汰

を
し
て
い
る
知
り
合
い

（
耿
之
助
君
）
に
宛
て
た

手
紙
（
私
信
）
の
形
式
を

と
っ
て
い
る
。
内
容
は
な

い
よ
う
な
あ
る
よ
う
な

…
、
強
い
て
ま
と
め
れ

ば
、
①
休
刊
後
の
「
假

面
」
同
人
た
ち
の
計
画
を

問
い
か
け

②
「
朝
に
な

っ
て
九
時
と
云
え
ば
几
帳

面
に
ア
ル
ミ
ニ
ュ
ー
ム
の

弁
当
を
さ
げ
て
役
所
へ
出

て
行
く
、
そ
を
し
て
単
調

な
仕
事
を
繰
り
か
へ
す
」

自
身
（
並
木
梨
瓶
氏
）
の

日
常
の
報
告

③
「
わ
た

し
も
本
年
は
配
偶
者
を
求

め
ね
ば
な
ら
な
い
事
に
な

り
ま
し
た
」
と
い
う
心

情
、
そ
し
て
次
の
よ
う
に

結
ば
れ
て
い
る
。

「
耿
之
助
さ
ん
、
今
は

何
と
も
云
い
ま
す
ま
い
、

只
自
あ
る
の
み
と
そ
の
自

分
を
眞
に
知
っ
て
呉
る
人

と
を
よ
く
求
め
て
止
み
ま

せ
ん
」

気
に
な
る
の
は
③
の

「
わ
た
し
も
」
の
「
も
」

で
あ
る
。
梨
瓶
は
、
高
等

小
学
校
を
出
て
、
飯
田
裁

判
所
の
給
仕
と
な
り
、
雇

と
な
り
、
徴
兵
ま
で
勤

め
、
除
隊
と
な
っ
た
後
、

飯
田
郵
便
局
員
と
な
り
主

事
と
し
て
長
ら
く
務
め

た
。「
役
所
」
は
郵
便
局
の

こ
と
だ
ろ
う
。
大
正
４
年

と
い
え
ば
２５
歳
前
後
で
あ

る
か
ら
、
青
年
が
「
配
偶

者
を
」
云
々
も
頷
け
る
と

こ
ろ
だ
。
こ
の
「
わ
た
し

も
」
も
世
間
的
常
識
的
か

ら
す
れ
ば
そ
ろ
そ
ろ
「
わ

た
し
も
」
の
意
味
に
も
読

め
る
が
、
一
方
で
「
耿
之

助
君
と
同
様
に
」「
わ
た
し

も
」
と
も
読
め
る
。

大
正
４
年
は
、
日
夏
耿

之
介
の
叔
父
龍
峡
樋
口
秀

雄
が
政
界
に
進
出
し
た
年

に
当
た
っ
て
い
る
一
方

で
、
そ
の
選
挙
資
金
の
た

め
だ
ろ
う
か
「
売
立
」
広

告
に
見
る
よ
う
に
知
久
町

三
丁
目
の
旧
家
綿
屋
樋
口

家
の
凋
落
が
顕
在
化
し
て

き
た
年
に
も
当
た
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
年
譜
等
に

は
記
載
が
な
い
が
、
早
稲

田
を
卒
業
し
た
日
夏
が
名

古
屋
の
美
し
い
女
性
と
自

由
結
婚
を
し
て
東
京
で
結

婚
生
活
を
開
始
し
た
年
で

も
あ
る
。「
自
由
結
婚
」
即

ち
、「
家
」
の
意
向
に
反
し

て
、
な
の
だ
ろ
う
。
心
の

通
じ
て
い
た
小
学
校
の
同

級
生
も
日
夏
の
消
息
を
測

り
が
た
く
、
し
か
し
、
勇

気
あ
る
行
動
に
出
た
同
級

生
を
思
い
遣
り
、
ま
た
自

身
の
近
況
も
伝
え
る
方
途

と
し
て
、
こ
の
投
書
が
あ

っ
た
、
と
読
む
の
は
読
み

過
ぎ
だ
ろ
う
か
。

奥
村
梨
瓶
（
勘
一
）

は
、
大
正
１２
年
３
月
に
は

大
原
桑
村
、
桜
井
泰
太

郎
、
神
藤
咲
之
助
と
飯
田

劇
談
会
を
起
こ
し
、
昭
和

２
年
に
は
池
田
愛
泥
・
小

菅
紫
水
ら
と
ト
カ
ゲ
座
を

起
こ
し
た
。
郵
便
局
を
退

職
後
、
池
田
愛
泥
・
小
林

孤
燈
を
た
よ
っ
て
「
南

信
」
新
聞
記
者
と
な
り
、

昭
和
１６
年
信
州
合
同
新
聞

ま
で
勤
め
た
。
戦
後
、
昭

和
２３
年
６
月
熊
谷
重
一
が

「
飯
田
の
新
聞
」
を
発
行

し
た
と
き
、
そ
の
主
筆
と

な
っ
た
。
昭
和
４２
年
歿
。

地
元
新
聞
記
者
と
し
て
、

日
夏
作
品（『
聴
雪
廬
小

品
』「
堆
朱
翁
の
家
」「
山
荘

日
記
」
等
）
に
登
場
す
る

他
、『
伊
那
』
３
１
１
・
３

１
２
・
３
２
３
号
に
「
伊

那
郷
土
芸
能
の
盛
衰
史
」

な
ど
を
投
稿
し
て
い
る
。
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『信濃時事』の奥村の投書

日夏帰郷の同級生歓迎会 最後列の細長い顔が奥村
（昭和１４年）
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