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わ
が
生
涯
の
事
跡
の
金
字
塔
と

す
る
徳
島
県
立
文
書
館
で『
パ
リ・

ユ
ネ
ス
コ
日
本
庭
園
と
阿
波
の
青

石　

鈴
江
基
倫
関
係
資
料
か
ら

〜
』展
が
開
催
さ
れ
た
。文
書
館

で
阿
波
の
青
石
？
と
展
示
を
拝
観

し
た
。奇
し
く
も
、そ
の
日
に｢

徳

島
の
県
の
石
に
青
色
片
岩｣

と
の

記
事
が
徳
島
新
聞
に
載
っ
た
。日

本
地
質
学
会
が
県
の
石
と
し
た

青
色
片
岩
は
県
民
が
阿
波
の
青

石
と
し
て
親
し
む
緑
色(

泥)

片
岩

と
は
異
な
る
こ
と
を
認
識
し
、青

石
へ
の
強
烈
な
傾
倒
ぶ
り
を
表
現

　

し
た『
藍
と
墨
と
青
石
の
ツ
イ
ー

ト
』の
著
作
を
持
つ
画
家
の
岩
朝

雪
昭
さ
ん
が
早
朝
に
電
話
を
く

れ
た
。そ
の
報
で
、文
書
館
で
の
企

画
展
と
鈴
江
基
倫
さ
ん
と
造
園

家
と
し
て
の
基
倫
さ
ん
へ
の
年
来

の
関
心
が
一
体
と
な
っ
て
、一
期
一
会

の
出
会
い
の
不
思
議
を
ま
た
ま
た

実
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。そ
の
二

人
の
意
を
承
け
、年
来
の
提
唱
を

表
現
し
て
徳
島
新
聞
の｢

読
者
の

手
紙｣

欄
に｢

歴
史
あ
る｢

青
石｣

を
県
の
石
に｣

を
投
稿
し
、掲
載 

(

六
月
六
日)

さ
れ
た
。

　

何
か
に
つ
け
て
国
連
の
ユ
ネ
ス
コ

の
名
が
報
じ
ら
れ
る
。そ
の
日
本

館
の
日
本
庭
園
が｢

ガ
ー
デ
ン
オ
ブ

ピ
ー
ス｣

の
名
で
現
在
に
日
本
的

文
化
を
表
現
し
て
異
彩
を
放
っ
て

い
る
。そ
の「
平
和
の
庭
」の
作
庭

に
世
界
的
な
彫
刻
家
と
し
て
知

ら
れ
る
日
系
ア
メ
リ
カ
人
の
イ
サ

ム・ノ
グ
チ
、昭
和
の
日
本
的
な
造

園
家
で
庭
園
史
研
究
者
で
あ
る

重
森
三
玲
が
共
同
し
、そ
の
実
現

の
た
め
に
鈴
江
弥
太
郎・基
倫
父

子
が
協
力
さ
れ
た
。時
に
昭
和
三

三(
一九
五
八)

年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

イ
サ
ム・ノ
グ
チ
、重
森
三
玲
が

意
気
投
合
し
て
、着
想
し
た
庭
園

　

実
現
の
た
め
に｢

伊
予
の
青
石｣

を

捜
し
、満
足
で
き
ず
に｢

阿
波
の
青

石｣

に
期
待
し
て
来
県
し
、基
倫

さ
ん
の
父
の
弥
太
郎
さ
ん
が
重
森

三
玲
さ
ん
と
交
流
が
あ
っ
た
こ
と

で
、鮎
喰
川
上
流
の
神
山
町
の
広

谷
の
石
材
商
杉
山
高
一さ
ん
の
採

石
場
に
案
内
し
て
期
待
通
り
の
青

石
を
得
て
大
小
八
〇
個
を
採
石

し
て
人
力
と
馬
車
に
よ
る
陸
運
で

徳
島
市
の
中
央
公
園
に
運
ば
れ
、

そ
こ
で
、イ
サ
ム・ノ
グ
チ
と
重
森

三
玲
に
よ
っ
て
仮
組
み
が
さ
れ
て

五
八
個
の
石
が
採
用
さ
れ
、小
松

島
港
か
ら
神
戸
を
経
て
マ
ル
セ
イ

ユ
に
海
上
輸
送
さ
れ
て
パ
リ
へ
。当

時
は『
経
済
白
書
』に｢

も
は
や
戦

後
で
は
な
い｣

と
書
か
れ
た
が
、こ

の
よ
う
な
文
化
事
業
に
は
外
務
省

国
際
協
力
局
の
予
算
は
僅
少
で

あ
っ
た
。文
化
人
と
し
て
の
藤
山

愛
一
郎
の
募
金
活
動
で
支
援
さ
れ

た
が
資
金
不
足
の
中
で
実
現
が
図

ら
れ
た
。鈴
江
弥
太
郎
・
基
倫
父

子
の
渡
航
が
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、

基
倫
さ
ん
だ
け
が｢

助
っ
人｣

と
し

　

て
パ
リ
行
き
と
な
っ
た
。異
国
フ
ラ

ン
ス
で
の
日
本
庭
園
の
造
園
は
風

土
の
違
い
と
資
金
不
足
で
難
工
事

と
な
っ
た
。イ
サ
ム・ノ
グ
チ
と
野
口

信
一と
の
男
世
帯
の
共
同
生
活
、交

代
で
の
食
事
作
り
、好
み
の
違
い
や

何
や
ら
と
ス
ト
レ
ス
が
蓄
積
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
二
十
八

歳
の
当
時
を
思
い
返
し
て
感
慨
を

し
み
じ
み
と
語
ら
れ
る
。高
度
経

済
成
長
以
前
の｢

日
本｣

の
姿
が
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
さ
れ
た
現
在
で
は

想
像
を
絶
す
る
ほ
ど
に
遠
い
も
の

と
さ
れ
る
。基
倫
さ
ん
に
支
給
さ

れ
た
航
空
運
賃
・
滞
在
費
・
支
度

金
・
手
間
賃(

留
守
家
族
に
支
給)

な
ど
総
額
六
八
万
三
九
〇
〇
円

で
あ
っ
た
。工
事
の
従
事
期
間
は

最
低
一ヶ
月
と
さ
れ
、三
月
一
六
日

徳
島
駅
出
発
、六
月
十
九
日
パ
リ

出
発
、二
十
一日
帰
国
の
三
ヶ
月
の

稀
有
な
体
験
と
な
る
。夏
季
に
は

植
樹
が
で
き
な
い
の
で
、心
を
残
し

な
が
ら
の
帰
国
と
な
っ
た
。日
本

庭
園
は
イ
サ
ム・ノ
グ
チ
が
十
月
に

派
遣
さ
れ
た
佐
野
輝
一(

作
庭
家・

　

医
療
法
人
の
承
継
対
策　

労
働
契
約
法
と
の
関
係

社
会
保

険
と
の
関
係

←

相
続
税
の
問
題
は
増
税
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、家
族
が
向
き
合
わ
な
い
と
い
け
な
い
未
来
に

直
面
し
て
い
ま

す
。

世
界
観
を
伝
え
る
た
め
に

近
江
水
口
へ
の
中
村
一氏

売
上
を
伸
ば
す
方
法

輸

出

を

考

え

た

場

合

の

メ

リ

ッ

ト

※
カ
ン
ク
ン
…
メ
キ
シ
コ
の
都
市

目
標
管
理
制
度
の
目
的

定　

 

量　

 

目　

 

標

国

内

法

の

成

立

大阪市福島区の玉川四丁目交差点の野田城跡碑

ユネスコ庭園造成中のパリでの
　　　　鈴江基倫さん

湯川直光の碑(八尾市・教興寺)

揺
れ
る｢

天
下｣

の
動
向

ひ
い
き　

め

じ
ゃ 

ま 

な
か

う
る 
さ
ん

（
打
か
）

（
打
か
）

ま
る
ほ
っ
け

區鳥

戦
国
お
も
し
ろ
百
話

〜
大
河
ド
ラ
マ『
南
海
道
の
晴
嵐
』を
期
し
て（
一八
八
）

文・出 

水　

康 

生

中
富
川
合
戦
の
鈴
江
新
兵
衛
久
光
よ
り
十
八
代
の
今

鈴
江
氏
の
名
で
パ
リ・ユ
ネ
ス
コ
日
本
庭
園
に
阿
波
の
青
石
を

Monthly Topics

安土城の大手の石段

上桜城の上から岩倉城方面を眺む

〝

〞

謹
賀
新
年

　　　 横田内膳正村詮の

｢了性院殿法顔宗栖大居士｣の位牌

極楽寺の門前の野田城趾碑

石山本願寺に対応した極楽寺門前の證如上人の石碑

野田･福島合戦当時の湿地デルタ地帯の状況

康長の大坂の陣の頃の野田･福島の地形図

県
立
文
書
館
で
の
企
画
展

〝
あ
ん
た
が
大
将
〞し
っ
か
り

ユネスコ庭園造成中の鈴江基倫さん

久米田合戦での三好実休戦歿地碑
       (岸和田市久米田)

街角おどりの風流

｢勝瑞城館まつり｣で風流傘

紀伊の有田川から眺望する紀伊和泉の山脈

『
石
谷
家
文
書
』の

 　
　
　

 

三
好
長
慶
書
状 パ

リ・ユ
ネ
ス
コ
日
本
館
に

｢

平
和
の
庭｣

せ
い 

し
ょ    

こ

き
よ 

ま
さ 

こ
う

徳島県立文書館玄関

加藤清正の銅像

・・・

パリ・ユネスコ庭園に阿波の青石

勝瑞三好城館の最後の城主十河(三好)
民部大輔存保の旗幟高らかに、前進！

　　100余人の勝瑞武者行列参加者、
依代の赤大傘に思いを寄せる同志たち！

織田信長・豊臣秀次・京極髙次に
　　 継承された楽市楽座令

八幡堀の本町橋跡碑

琵琶湖の水運に連結する八幡堀の船着場

京畿の枯山水石庭に採取の青石の
　　　　　　船戸谷川

重森三玲、イサム・ノグチの色紙額
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←

成

功

す

る

起

業

家

※

最　
　

後　
　

に

幸

せ

の

タ

イ

プ

世
界
観
を
伝
え
る
た
め
に

変
動
費
化
実
現
へ
の

３
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

： ：

わ
が
国
の
温
暖
化
対
策

に
関
す
る
方
針

※
カ
ン
ク
ン
…
メ
キ
シ
コ
の
都
市

※

目
標
管
理
を
成
功
さ
せ

る
た
め
の
鍵

自
社
コ
ア
コ
ン
ピ
タ
ン

ス
形
成

㌧

虫
明
迫
門
の
曙

京
都
の
枯
山
水
庭
園
の

青
石
は一宮
船
戸
谷
川
か
ら
？

十
六
代
佐
野
藤
右
衛
門)

の
助
力

を
得
て
完
成
さ
せ
た
。昭
和
三
三 

(
一九
五
八)

年
当
時
の
造
園
技
能
士
の

日
当
は
四
〇
〇
円
で
あ
っ
た
。三

五
年
が｢
日
米
安
保
騒
動｣

、そ
の

後
に
池
田
勇
人
内
閣
の｢

所
得
倍

増・高
度
経
済
成
長
政
策｣

、三
九

年
が
東
京
オ
リ
ン
ピッ
ク
開
催
。小

生
の
教
師
一
年
目
の
三
七
年
の
初

任
給
は一四
七
〇
〇
円
で
あ
っ
た
。

　

徳
島
県
を
代
表
す
る
造
園
家

と
し
て
多
く
の
名
庭
を
築
き
、若

い
日
に
ユ
ネ
ス
コ
の
日
本
庭
園
の
造

園
に
寄
与
し
た
鈴
江
基
倫
さ
ん

と
意
気
投
合
し
た
。阿
波
の
青
石

への
熱
い
思
い
を
共
有
し
、文
書
館

で
の
寄
託
資
料
に
よ
る
企
画
展
で

の
公
開
説
明
会
で
の
質
問・応
答

や
ド
ウ
ス
昌
代『
イ
サ
ム・ノ
グ
チ
』(

講
談
社
文
庫)

の
記
述
へ
の
異
議

申
し
立
て
の
こ
と
な
ど
一
家
言
を

持
って
の
こ
と
を
共
感
す
る
。重
森

三
玲
さ
ん
が
造
庭
し
た
昭
和
の
庭

　

園
の
全
て
に｢

阿
波
の
青
石｣

が
使

用
さ
れ
た
。そ
れ
が
中
田
勝
康

『
重
森
三
玲
庭
園
の
全
貌
』に
よ
っ

て
克
明
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。こ
の

こ
と
か
ら
四
五
〇
年
の
昔
と
今
の

名
庭
、京
畿
の
枯
山
水
庭
園
の
歴

史
を
考
え
る
。五
〇
〇
年
余
の
昔

に
京
の
龍
安
寺
、大
徳
寺
大
仙
院

な
ど
の
枯
山
水
庭
園
が
築
庭
さ

れ
始
め
た
。大
仙
院
の
名
石
の
故

郷
は
何
処
で
す
か
？
と
問
う
と

｢

阿
波
の
大
歩
危｣

で
す
と
尾
杉
宗

園
師
が
答
え
て
く
れ
た
。尼
崎
博

正『
庭
石
と
水
の
由
来 

日
本
庭

園
の
石
質
と
水
系 

』、白
根
金
作

『
京
都
名
庭
百
選
』で
探
求
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。そ
れ

ら
に
は
、阿
波
の
青
石
で
は
な
く

四
国
の
青
石
と
記
録
さ
れ
る
こ
と

に
、こ
れ
ま
で
の
歴
史
認
識
の
有

り
よ
う
に
思
い
至
る
。石
英
の
入
っ

た
青
石
の
名
石
は
鮎
喰
川
筋
の
産

出
で
は
？
と
考
え
る
。し
か
し
、四

五
〇
年
の
昔
の
細
川
・三
好
の
時

代
に
、イ
サ
ム・ノ
グ
チ
と
重
森
三

玲
さ
ん
が
パ
リ・ユ
ネ
ス
コ
庭
園
の

　

た
め
に
採
石
し
た
鮎
喰
川
上
流
の

広
谷
か
ら
の
輸
送
が
で
き
た
か
？

と
疑
問
を
出
す
。こ
の
疑
問
に
長

期
の
造
園
師
の
体
験
か
ら
鈴
江

基
倫
さ
ん
が
四
五
〇
年
の
昔
に
は

鮎
喰
川
と
同
質
の
青
石
が
採
集

で
き
る
一
宮
城
下
の
船
戸
川
谷
か

ら
の
採
石
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
教
示
さ
れ
る
。そ
れ
に
同
意
し

て
早
速
に
船
戸
谷
川
の
現
地
調

査
に
案
内
し
て
も
ら
っ
た
。基
倫

さ
ん
の
眼
力
は
確
か
な
も
の
。一
宮

城
主
の一
宮
氏
と
三
好
氏
は
小
笠

原
氏
か
ら
の
同
族
で
、戦
国
末
期

の
中
富
川
合
戦
の
頃
に
は
長
宗
我

部
元
親
勢
に
圧
迫
さ
れ
て
仲
違
い

す
る
が
、そ
れ
以
前
に
は
婚
姻
関

係
が
あ
っ
て
友
好
的
関
係
で
あ
っ

た
。久
米
田
の
合
戦
の
時
に
は
三

好
実
休
を
大
将
と
す
る
三
好
軍

団
の
副
将
と
し
て
出
陣
し
、畠
山

高
政・根
来
衆
勢
に
敗
北
し
た
時

に
、一宮
長
門
守
成
助
は
入
道
し
て

ト
閑
を
称
し
た
。そ
の
退
陣
の
時

に
は
一
宮
勢
は
一
丸
と
な
っ
て
堺
ま

で
逃
れ
出
た
、と
伝
承
す
る
。細

　　

川・三
好
氏
の
下
で
の一
宮
氏
の
治

政
下
の
鮎
喰
川・船
戸
谷
川
な
ど

は
眉
山
の
山
麓
を
流
れ
て
現
在
の

田
宮
川・佐
古
川
が
そ
の
流
路
で

あ
っ
た
。鮎
喰
川
が
現
在
の
流
路

と
な
る
の
は
蜂
須
賀
氏
の
治
政
に

よ
る｢

蓬
庵
堤｣

の
築
堤
に
よ
る
も

の
。徳
島
城
の
眉
山
の
青
石
に
よ

る
石
垣
築
城
も
、鮎
喰
川
の
流
路

に
よ
る
水
運
輸
送
が
考
慮
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。徳
島
城
の
石
材
輸

送
の
前
段
階
に
阿
波
の
青
石
の
京

畿
の
枯
山
水
庭
園
への
水
運
輸
送

が
考
え
ら
れ
る
。

　

天
正
一
〇(

一五
八
二)

年
八
月
の

中
富
川
合
戦
で
三
好
勢
の
多
く
の

武
将
が
土
佐
の
長
宗
我
部
勢
と

の
激
戦
で
戦
死
し
た
。そ
の
中
に

鈴
江
新
兵
衛
久
光
が
含
ま
れ
て
い

た
。そ
の
新
兵
衛
か
ら
十
七
、十
八

代
の
現
在
に
鈴
江
神
社
を
氏
神

と
し
て
祭
祀
す
る
鈴
江
姓
の
三
〇

余
軒
が
徳
島
市
名
東
町
に
存
続

し
て
い
る
。そ
の一
軒
が
鈴
江
基
倫

さ
ん(

現
在
は
南
佐
古
四
番
町)

で

あ
る
。鈴
江
神
社
に
案
内
さ
れ
る

前
に『
加
茂
名
を
語
る
』(

第
四
集)

に｢

鈴
江
神
社
記｣

（
吉
田
孝
雄
・

鈴
江
豊
記
）を
参
考
と
し
、吉
田

孝
雄
さ
ん
も
三
好
同
族
で
以
前
に

｢
三
好
神
社｣

を
題
材
と
し
て
戦

国
お
も
し
ろ
百
話
に
採
録
し
て
い

る
。鈴
江
豊
さ
ん
の
嫡
子
の
徹
さ

ん
を
訪
ね
、豊
さ
ん
の
奥
さ
ん
の

民
江
さ
ん
と
基
倫
さ
ん
が
六
〇
年

ほ
ど
も
経
って
い
て
も｢

も
っ
ち
ゃ
ん

で
、た
み
ち
ゃ
ん
で｣

と
呼
び
交
わ

す
ほ
ほ
え
ま
し
さ
で
、写
真
を
撮

り
、西
瓜
を
い
た
だ
く
。

　

鈴
江
氏
の
名
は
現
在
の
徳
島

市
川
内
町
鈴
江
の
地
名
を
名
乗

り
と
し
た
と
さ
れ
、そ
の
城
跡
が

存
在
し
、伝
承
が
あ
る
。名
東
町

と
の
縁
は
三
好
長
治
の
時
代
に
名

東
の
地
が
所
領
と
し
て
与
え
ら
れ

た
こ
と
に
よ
る
と
記
録
さ
れ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、一期
一会
の
出
会
い

の
不
思
議
が
ま
た
ま
た
こ
の
よ
う

な
興
味
あ
る
話
題
で
提
供
さ
れ

た
。四
五
〇
年
の
昔
か
ら
十
七
、十

八
代
の
現
代
に
鈴
江
氏
を
名
乗

り
と
し
て
パ
リ・ユ
ネ
ス
コ
日
本
庭

園
に
阿
波
の
青
石
を
運
ん
で｢

平

和
の
庭｣

を
イ
サ
ム・ノ
グ
チ
、重
森

三
玲
と
の
意
気
投
合
の
造
園
に｢

助
っ
人｣

と
し
て
協
力
し
、そ
の
こ

と
が
県
立
文
書
館
で
の｢

パ
リ・ユ

ネ
ス
コ
日
本
庭
園
に
阿
波
の
青
石

　

鈴
江
基
倫
関
係
資
料
か
ら
〜｣

展
で
再
認
識
さ
れ
る
。時
あ
た
か

も
、日
本
地
質
学
会
に
よ
る｢

県
の

石｣

の
選
定
と
絡
ん
で
、反
骨
を
も

って
の
異
議
申
し
立
て
を
す
る
。こ

の
よ
う
に
グ
ロ
ー
バル(

世
界
的)

、日

本
的
な
規
模
で
話
題
が
展
開
し
、

さ
ら
に
四
五
〇
年
の
昔
と
今
の
歴

史
を
考
え
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

な
り
か
つ

為
三
三
好
因
幡
守
一任

今
に
し
て
ハン
セ
ン
病
を
認
識

・
・

・

い
く
さ

く
み

か
り

む
し
あ
け 

せ  

と

勝
瑞
か
ら
徳
島
へ

芹沢圭介の喜の字の藍染めを背に
         鈴江基倫さん

近
江
水
口
で
の
中
村
一氏

し

竹
久
夢
二
の
生
家

中
村
一氏
、近
江
水
口
へ

　　 名東町の鈴江家で
徹・民江・基倫さんの出会い

名東町氏神の若宮神社の厄除け茅の輪

『武家手鑑』『戦国遺文』に

収録された三好長慶書状鈴江氏の氏神の鈴江神社

周山城と阿迦之宮の説明板

三好越後守家系図前書(部分)

せ
い 

し
ょ    

こ

中
富
川
合
戦
で
鈴
江
新
兵
衛

久
光
の
戦
死


