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東
金
市
東
中
に
生
ま
れ
た
関
寛
斎
は
、
18
歳
の
時
に
医
師

を
志
し
、
佐
倉
順
天
堂
で
蘭
医
・
佐
藤
泰
然
に
学
び
23
歳
で

帰
郷
し
、
銚
子
で
開
業
し
ま
す
。
30
歳
の
時
、
長
崎
に
き
て

い
た
オ
ラ
ン
ダ
人
の
名
医
ポ
ン
ペ
に
弟
子
入
り
を
し
た
後
、銚

子
に
も
ど
り
開
業
医
を
続
け
ま
す
が
、文
久
3
年（
1
8
6
3
）、

徳
島
藩
に
よ
ば
れ
藩
医
に
な
り
、
慶
応
4
年（
1
8
6
8
）軍
医

と
し
て
戊
辰
戦
争
に

参
加
、「
官
軍
」の
野

戦
病
院
長
を
経
て
、

山
梨
病
院
長
に
な
り

ま
す
。
し
か
し
、
明

治
6
年（
1
8
7
3
）、

43
歳
の
時
に
徳
島
で

町
医
者
に
戻
り
人
々

を
わ
け
へ
だ
て
な
く
治
療
し
ま
し
た
。
�

　
明
治
35
年（
1
9
0
2
）、
寛
斎
73
歳
の
時
、
北
海
道
十
勝

の
斗
満（
と
ま
む
）原
野
の
開
墾
に
従
事
し
ま
す
。
厳
し
い
環

境
で
の
生
活
に
耐
え
な
が
ら
、
ア
イ
ヌ
や
農
民
の
た
め
に
医

療
を
行
い
ま
し
た
。
�

Togane has grown as one of the 
core cities of the Kujukuri region. 
A lot of our good fortune is due 
to the efforts of our forefathers. 
Today, many sites bear the names 
of prominent citizens from the 
Edo and Meiji periods. There are 
also many tangible reminders of 
their legacy throughout the city.

九
十
九
里
地
域
の
中
核
都
市
と
し
て
発
展
し
て
き
た
東
金
市
。
そ
の
背
景
に
は
礎
を
築
い
た
先
人
の
努
力

や
活
躍
が
あ
り
ま
す
。
中
で
も
江
戸
時
代
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
多
く
の
優
れ
た
先
人
が
名
を
残
し
ま
し

た
。
市
内
に
は
、
先
人
た
ち
の
面
影
を
残
す
場
所
が
点
在
し
て
い
ま
す
。
�

人
物
列
伝
�

市
東
刑
部
左
衛
門
�

大
多
和
四
郎
右
衛
門
�

「
義
人（
正
義
の
人
）」と
し
て
敬
重
さ
れ
る
名
主
�

（
1
5
7
4
〜
1
6
0
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1
5
9
5
〜
1
6
4
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慶
長
10
年（
1
6
0
5
）に
起
こ
っ
た
飢
饉
の
た
め
、
市
東

刑
部
左
衛
門
は
役
人
に
、
む
こ
う
2
年
間
の
年
貢
米
免
除
と

幕
府
の
備
蓄
米
を
農
民
に
施
し
て
も
ら
え
る
よ
う
願
い
出
ま

し
た
。
し
か
し
役
人
は
、
逆
に
年
貢
を
2
割
り
増
し
で
納
め

る
よ
う
命
じ
、
刑
部
左
衛
門
を
罵
倒
し
た
た
め
、
怒
っ
た
刑

部
左
衛
門
は
役
人
を
斬
り
殺
し
、
米
倉
を
開
放
し
て
村
人
に

米
を
分
け
与
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
責
任
を
取
っ
て
自
害
し

た
彼
の
遺
体
を
村
人
た
ち
は
運
び
出
し
、
旧
丘
山
村
黒
田
境

の
地
に
埋
め
て
塚
を
造
り
、
彼
の
徳
を
偲
び
ま
し
た
。
�

　
ま
た
、
寛
永
19
年（
1
6
4
2
）に
も
干
ば
つ
が
あ
り
、
人
々

の
惨
状
を
見
か
ね
た
名
主
の
大
多
和
四
郎
右
衛
門
が
、
何
度
�

����������も
領
主
・
堀
田
氏
に
米
倉
の
米
を
農
民
に
分
け
与
え
て
く
れ

る
よ
う
訴
え
ま
し
た
が
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
尊
敬
す
る
市
東

刑
部
左
衛
門
に
な
ら
っ
て
無
断
で
領
主
の
米
倉
を
開
き
農
民

た
ち
に
分
け
与
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
彼
が
そ
の
重
罪
を
詫

び
る
た
め
自
刃
し
た
場
所
に
は
供
養
塔
が
建
て
ら
れ
て
い
ま

　
安
川
柳
渓
は
中
央
に
も

名
前
を
知
ら
れ
た
絵
の
大

家
で
あ
り
、
学
者
と
し
て

は「
上
総
国
誌
六
巻
」を
ま

と
め
ま
し
た
。
ま
た
、
著

書「
刀
祢
之
河
ふ
ね
」な
ど

で
、書
家
と
し
て
も
才
能
を
発
揮
し
ま
し
た
。
�

　
当
時
、
芸
術
家
や
学
者
が
地
方
の
裕
福
な
商
家
を
拠
点
と

し
て
活
動
す
る
こ
と
は
珍
し
く
な
く
、
南
宗
画
家
・
高
久
靄

涯
が
岩
崎
の
飯
田
家
を
頼
っ
て
東
金
に
滞
在
し
た
際
、
飯
田

林
齋
は
柳
渓
と
と
も
に
靄
涯
か
ら
絵
を
習
い
は
じ
め
ま
し
た
。

二
人
は
み
る
み
る
上
達
し
、
や
が
て
林
齋
は「
東
金
靄
涯
」と

讃
え
ら
れ
る
ほ
ど
に
な
り
ま
し
た
が
、
彼
の
絵
は
あ
ま
り
残

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し「
東
嘉
園
」と
い
う
茶
園
の
全
景

を
描
い
た『
東
嘉
園
画
巻
』と
題
す
る
12
枚
の
絵
が
残
っ
て
お

り
、
茶
園
経
営
者
の
大
野
伝
兵
衛
は
こ
の
絵
を
見
て「
実
景

に
近
し
」と
言
っ
て
喜
ん
だ
そ
う
で
す
。
�

　
水
野
茂
右
衛
門
は
、
当
時
上
総
木
綿
の
生
産
取
次
地
や
九

十
九
里
漁
産
物
の
集
積
地
で
あ
っ
た
商
都
東
金
を
代
表
す
る

豪
商
で
し
た
。
上
宿
で
酒
と
醤
油
の
醸
造
業
を
行
っ
て
巨
万

の
富
を
築
い
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
東
金
の
み
な
ら
ず
房
総

の
各
地
で
豪
奢
な
生
活
ぶ
り
を
謳
っ
た
唄
が
歌
わ
れ
、
そ
の

歌
詞
は
現
在
ま
で
も
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
紀
国
屋
文
左

衛
門
や
奈
良
屋
茂
左
衛
門
と

比
べ
ら
れ
、「
唐
金
茂
右
衛

門
東
髢
」と
い
う
芝
居
ま
で

上
演
さ
れ
て
大
評
判
を
と
っ

た
と
も
言
わ
れ
、
嫁
探
し
を

題
材
に
し
た
唄
は
、
や
が
て

麦
つ
き
唄
や
摺
臼
唄
な
ど
の

労
働
歌
謡
か
ら
安
房
で
の
お

座
敷
唄
と
な
り
、
東
金
節
と

い
う
流
行
歌
謡
が
で
き
る
ま

で
に
普
及
し
ま
し
た
。
�
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水
野
茂
右
衛
門
�（江
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時
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・
生
没
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商
業
都
市
東
金
を
象
徴
し
た
豪
商
�

M
oem

on M
izuno

関
寛
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「
医
は
仁
術
」を
実
践
し
た
医
師
�

K
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佐
藤
信
淵
�
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博
識
の
天
才
学
者
�

N
obuhiro Sato

櫻
木
　
斎
�
（
1
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2
4
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1
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0
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東
金
の
生
ん
だ
偉
大
な
儒
学
者
�

G
insai O

gi

高
砂
浦
五
郎
�
（
1
8
3
8
〜
1
9
0
1
）�

相
撲
界
の
改
革
を
進
め
た
力
士
�

U
ragoro T

akasago

大
野
伝
兵
衛
（
八
代
目
秀
頴
）�

奉
仕
の
精
神
を
重
ん
じ
た
豪
商
�

D
enbei O

no

安川柳渓�

と
う
が
ね
　
も
　
　
え
�

有栖川宮熾仁親王自筆の額�

　
大
野
家
当
主
は
代

「々
伝
兵
衛
」を
名
乗
り
、

六
代
目
の
秀
澄
の
こ
ろ「
一
角
丸
」と
い
う
小

児
用
漢
方
薬
を
製
造
販
売
し
、
豪
商
と
な
り

ま
し
た
。
�

　
八
代
目
秀
頴
の
と
き
、安
政
5
年（
1
8
5
8
）

に
江
戸
で
コ
レ
ラ
が
流
行
し
た
際
に
、
大
野

家
で
は
家
伝
薬
を
大
急
ぎ
で
江
戸
ま
で
運
び
、

無
料
提
供
し
て
人
々
の
命
を
救
う
手
助
け
を
し
ま
し
た
。
大

野
家
で
は
世
の
中
全
体
を
良
く
す
る
た
め
に
、
分
に
応
じ
た

奉
仕
を
し
よ
う
と
い
う
気
風
が
あ
っ
た
の
で
す
。
ま
た
、秀

頴
の
業
績
で
有
名
な
も
の
に
、文
久
年
間
か
ら
明
治
中
期
に

か
け
て
の
東
金
茶
園
の
経
営
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
茶
は
大
変

評
判
が
良
く
、有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
か
ら「
東
嘉
園
」と
い
う
名

ま
で
賜
り
、
ア
メ
リ
カ
へ
輸
出
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
り
ま
し

初代高見山大五郎当時の錦絵�

　
東
金
市
大
豆
谷
出
身
の
高
砂
浦
五
郎
は
、
安
政
6
年（
1
8
5
9
）、

22
歳
の
時
に
江
戸
に
出
て
、
阿
武
松
庄
吉
に
入
門
し
、
初
土

俵
を
ふ
み
ま
し
た
。
�

　
当
時
の
相
撲
取
り
は
、
大
名
に
面
倒
を
み
て
も
ら
い
生
活

し
て
お
り
、
連
戦
連
勝
の
浦
五
郎
も
姫
路
藩
主
酒
井
氏
の
お

か
か
え
力
士
と
な
り
ま
し
た
。
�

　
浦
五
郎
は
力
士
と
し
て
活
躍
し
、
後
年
、
高
砂
部
屋
を
創

設
す
る
と
と
も
に
、
当
時
一
部
の
年
寄
に
よ
り
私
物
化
さ
れ

た
旧
態
依
然
た
る
相
撲
界
の
体
質
を
改
め
、
二
派
に
分
裂
し

た
相
撲
界
を
和
解
さ
せ
ま
し
た
。�

　
相
撲
界
の
改
革
と
発
展
を
め
ざ
す
浦
五
郎
の
努
力
に
よ
り

相
撲
が「
国
技
」と
し
て
認
め
ら
れ
、
現
在
の
相
撲
協
会
の
基

礎
が
確
立
さ
れ
ま
し
た
。
�

「道学墓」と呼ばれる�
櫻木　斎の墓碑（東金）�

　
櫻
木
　
斎
は
江
戸
の
大
儒
者
・
稲
葉
迂
斎
に
つ
い
て
朱
子

学
を
学
び
、
上
総
道
学
八
子
の
一
人
と
し
て
東
上
総
地
域
の

庶
民
を
教
導
し
ま
し
た
。
上
総
道
学
と
は
、
江
戸
時
代
中
期
、

享
保
〜
寛
政
年
間（
1
7
0
0
年
代
前
半
〜
1
8
0
0
年
代
初

期
）に
、
成
東
・
松
尾
・
東
金
・
片
貝
・
大
網
を
中
心
と
し

た
山
武
地
域
の
農
民
の
間
に
普
及
し
た
道
学
で
、
稲
葉
迂
斉
・

黙
斎
父
子
に
よ
り
広
く
ひ
ろ
め
ら
れ
ま
し
た
。
寛
政
元
年（
1
7
8
9
）、

　
斎
は
幕
命
を
受
け

て
長
崎
聖
堂
の
教
授

と
な
り
、
5
年
に

わ
た
っ
て
多
く
の
長

崎
市
民
に
性
理
学
を

講
じ
ま
し
た
。
�

The Legacy
of Our

Forefathers

　
明
和
6
年（
1
7
6
9
）に
出
羽
国
に
生
ま
れ
た
佐
藤
信
淵

は
、
16
歳
の
時
、
江
戸
に
出
て
医
学
と
蘭
学
を
学
び
、
天
文
、

地
理
、
暦
法
、
測
量
か
ら
砲
術
、
戦
術
、
海
防
な
ど
広
く
知

識
と
技
術
を
身
に
つ
け
、
世
の
中
に
広
め
ま
し
た
。
�

　
ま
た
、
3
0
0
種
類
を
こ
え
る
多
く
の
農
政
、
物
産
、
兵

学
な
ど
の
論
説
を
著
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
東
金
市
大
豆
谷

に
移
り
住
み
、
農
民
や
門
人
た
ち
に
養
蜂
、
養
蚕
、
野
菜
・

果
物
・
菊
・
綿
の
栽
培
、
米
の
増
収
法
な
ど
進
ん
だ
農
業
技

術
を
指
導
し
ま
し
た
。
大
豆
谷
で
は
藍
葉
づ
く
り
を
教
え
、

作
る
人
が
多
く
な
り
、
高
値
で
売
れ
て
人
々
の
暮
ら
し
が
豊

か
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。
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今は木戸公園に移された市東刑部左衛門の墓�
（日吉台）�
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石碑「佐藤信淵家学大成の地」（大豆谷）�


