
大
塩
に
関
わ
る
記
録

　

天
保
8(

１
８
３
７)
年
２
月
19
日

朝
、
大お

お
さ
か坂
町
奉
行
所
の
元
与よ

力り
き

、
大
塩

平
八
郎
は
、
天て

ん

満ま(

大
阪
市
北
区
天
満

一
丁
目)

の
自
邸
に
火
を
か
け
て
蜂ほ

う

起き

、

世
に
い
う
「
大
塩
平
八
郎
の
乱
」
を
お

こ
し
ま
し
た
。

　
実
は
、
古
河
歴
史
博
物
館
に
は
こ
の
貴

重
な
関
係
資
料
が
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
殊
に
大
塩
の
召め

し
と
り捕
に
用
い
た
と
い
う

樫か
し

の
木
棒
や
そ
の
様
子
を
克
明
に
記
し

た
日
記
な
ど
は
、
大
塩
最さ

い

期ご

の
成
り
行

き
を
生
々
し
く
伝
え
る
唯
一
無
二
の
文

化
財
と
し
て
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る

と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

な
ぜ
蜂
起
を
…

　
長
く
太
平
の
世
が
続
い
た
江
戸
時
代

も
19
世
紀
に
な
る
と
、
金
融
市
場
が
発

達
し
て
米
の
先
物
取
引
や
投
機
取
引
な

ど
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
幕
府

は
、
乱
高
下
す
る
米
価
の
調
整
に
腐
心

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
高
い
米
価
は
武
士
の
実
収
入
を
引
き

上
げ
ま
す
が
、
庶
民
に
は
食
料
費
の
負

担
が
増
す
ば
か
り
。
一
方
、
値
段
が
下

が
れ
ば
武
士
に
も
貧
困
に
喘あ

え

ぐ
も
の
が

あ
ら
わ
れ
る
始
末
。

　
こ
の
時
代
、
こ
う
し
た
構
造
的
な
矛

盾
に
対
応
で
き
な
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た

幕ば
く
は
ん
た
い
せ
い

藩
体
制
の
さ
ま
ざ
ま
な
綻ほ

こ
ろ

び
が
あ
ち

ら
こ
ち
ら
で
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。

　
折お

り

し
も
数
カ
年
に
及
ぶ
冷
害
や
長
雨

で
天
保
の
飢き

饉き
ん

が
発
生
、
米
価
の
高こ

う
と
う騰

や
餓が

し死
者し

ゃ

が
続
出
す
る
事
態
に
及
び
ま

す
。
大
塩
は
、
町
奉
行
に
対
す
る
救
済

策
の
上
申
や
義ぎ

捐え
ん

金き
ん

の
拠
出
を
豪
商
に

促
し
ま
す
が
不
調
に
終
わ
り
、
や
が
て

家
財
・
蔵
書
を
売
却
し
て
困
窮
民
の
救

援
を
試
み
る
も
の
の
事
態
の
好
転
は
望

め
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
そ
こ
で
、
大
塩
は
、
ひ
そ
か
に
同
志

を
集
め
て
救
民
の
理
念
を
掲
げ
、
大
坂

町
奉
行
の
誅ち

ゅ
う

殺さ
つ

と
豪
商
・
大お

お
だ
な店
か
ら
略

奪
し
た
食
糧
や
金
品
を
窮
民
に
分
け
与

え
る
と
い
う
計
画
を
企
て
ま
す
。

　
し
か
し
、
内
通
者
の
密
告
に
よ
る
事

前
の
察
知
に
よ
り
、
こ
の
武
装
蜂
起
は

大
塩
の
思
惑
ど
お
り
に
進
む
こ
と
な

く
、
そ
の
勢
力
は
夕
刻
ま
で
に
鎮ち

ん
あ
つ圧
さ

れ
ま
し
た
。

乱
の
影
響

　
も
っ
と
も
、
そ
の
影
響
は
計
り
知
れ

ず
、
江
戸
市
中
で
は
大
坂
落
城
や
町
奉

行
死
亡
と
い
う
風ふ

う
ぶ
ん聞
が
喧け

ん
で
ん伝
さ
れ
る
ほ

ど
で
あ
っ
た
と
い
い
、
大
坂
市
中
の
五

分
の
一
を
焼
失
さ
せ
た
元
役
人
の
反
乱

は
幕
府
を
動
揺
せ
し
め
る
に
十
分
な
大

事
件
と
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
乱
直
後
か
ら
大
塩
平
八
郎
と

養
子
格か

く

之の

助す
け

の
行
方
が
、
よ
う
と
し
て

し
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
動
揺
に
拍
車
を

か
け
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
さ
ま
ざ
ま
な
噂う

わ
さ

の
な
か
、
大
塩
父
子

の
探
索
が
全
国
に
及
ん
だ
も
の
の
、
い

た
ず
ら
に
日
数
を
経
る
ば
か
り
で
い
さ

さ
か
の
進
展
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

記
録
に
残
る
大
塩
の
最
期

　

と
こ
ろ
が
、
翌
3
月
の
末
に
な
る

と
、
事
態
は
急
転
し
ま
す
。

　

以
下
、
冒
頭
に
紹
介
し
た
「
鷹た

か

見み

泉せ
ん
せ
き石
日
記
」
に
よ
り
そ
の
間
の
状
況
を

垣
間
見
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
蛇
足

な
が
ら
、
筆ひ

っ
し
ゃ写
の
古
河
藩
家
老
鷹
見
泉

石
は
、
大
坂
城
代
の
土
井
利と

し
つ
ら位
に
従
い

在ざ
い
は
ん坂
中
で
し
た
。

　

3
月
26
日
、
平ひ

ら

野の

郷ご
う

陣じ
ん

屋や(

大
阪
市

平
野
区
に
存
在
し
た
古
河
藩
の
上
方
領

地
を
担
当
す
る
役
所)

に
、
靱う

つ
ぼ

油あ
ぶ
ら

掛か
け

町ち
ょ
う

(

大
阪
市
西
区
靱
本
町
一
丁
目)

の
太ふ

と
も
の物

屋や

に
奉
公
す
る
娘
か
ら
の
一
報
が
入
り

ま
す
。

　

曰い
わ

く
、「
こ
こ
美み

吉よ
し

屋や

は
か
つ
て
大

塩
へ
染
物
の
揃そ

ろ
い

手て

拭ぬ
ぐ

い
を
納
め
て
い
た

こ
と
が
あ
り
、
彼
ら
を
預
か
っ
て
い
て

も
お
か
し
く
な
い
」
と
。

　

ま
た
、「
朝
、
飯
を
入
れ
た
櫃ひ

つ

に
茶

碗
を
添
え
て
棚
下
に
そ
れ
を
置
く
が
、

翌
朝
に
な
る
と
空
と
な
り
飯
櫃
に
ふ
た

た
び
飯
を
移
し
て
い
る
」
と
も
。

　

さ
っ
そ
く
泉
石
の
指
揮
下
、
迅
速
に

情
報
の
裏
付
け
、
捕と

り
か
た方
へ
の
指
示
、
懇こ

ん

意い

に
し
て
い
た
町
奉
行
所
与
力
内う

ち
や
ま山
彦ひ

こ

次じ

郎ろ
う

へ
の
根
回
し
な
ど
が
す
す
め
ら
れ
、

翌
日
召
し
捕
り
を
行
う
こ
と
が
決
ま
り

ま
し
た
。

　
路
地
口
が
開
い
た
美
吉
屋
。
大
塩
が

顔
を
出
す
。
室
内
の
捕
方
を
想
定
し
長

さ
を
半
分
に
仕し

た立
て
て
い
た
樫
の
召
し

捕
り
棒
で
打
ち
合
う
も
、
捕
方
の
包
囲

を
見
て
大
塩
平
八
郎
は
室
内
に
引
っ
込

み
雨
戸
を
締
切
り
に
し
た
…
。

　
「
中ち

ゅ
う

斎さ
い

先
生
と
も
い
わ
れ
る
も
の
、

ひ
き
や
う(

卑ひ

怯き
ゃ
う)

千せ
ん
ば
ん万
、
出
て
し
や
う

ふ(

勝
負)

せ
い
」
と
の
呼
び
か
け
に
、

大
塩
は
「
鉄
砲
、鉄
砲
」
と
答
え
、「
鉄

砲
之の

な
き
事
は
と
く
知し

れ
て
有あ

る
」、

緊き
ん
ぱ
く迫
の
状
況
が
綴つ

づ

ら
れ
ま
す
。
つ
づ
い

て
、「
大
塩
平
八
郎
と
い
わ
れ
候
も
の
、

じ
ん
し
や
う(

尋
常)

に
出
て
こ
い
」
と

の
こ
と
ば
に
、「
今
出
る
、
今
出
る
」

と
応
答
。
養
子
格
之
助
を
突
き
殺
し
た

う
え
、
火
薬
を
取
り
出
し
火
を
か
け
よ

う
と
す
る
気
配
が
あ
っ
た
の
で
雨
戸
を

打
ち
破
っ
て
突
入
し
た
と
こ
ろ
、
大
塩

は
、
喉の

ど

へ
三
度
ば
か
り
突
き
立
て
た

脇わ
き
ざ
し差

を
投
げ
つ
け
火
薬
に
着
火
し
た
と
。

　
大
塩
平
八
郎
親
子
の
探
索
は
、
か
く

し
て
幕
が
引
か
れ
ま
す
。
天
保
8
年
3

月
27
日(

西
暦
5
月
1
日)

の
こ
と
で
し

た
。

古
河
歴
史
博
物
館
学
芸
員　
永
用
俊
彦

▲「鷹見泉石日記」天保8年3月27日条(国重要文化財、当館蔵)

▲陳列されている「召捕棒」(国重要文化財、当館蔵) ▲谷文二筆「大塩平八郎之像」(当館蔵)

大
塩
平
八
郎
の
乱
と
古
河
藩

19   -  広報古河　2018.2  広報古河　2018.2  -   18


