
　
今
回
は
、
定
信
の
七し

ち

分ぶ

積つ
み

金き
ん

の
遺

産
で
行
わ
れ
た
事
業
を
紹
介
し
ま
す
。

　
明
治
に
な
り
文
明
開
化
が
進
む
と
、

乗
合
馬
車
や
人
力
車
な
ど
の
新
し
い

交
通
機
関
が
生
ま
れ
、
江
戸
時
代
と

は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
往
来
が
多

く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
道
路

の
修
繕
や
拡
張
が
七
分
積
金
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
の
で
し
た
。

　
修
繕
や
建
設
が
必
要
な
の
は
、
道

路
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
東
京
中

の
橋
・
水
道
も
同
様
で
し
た
。
古
い

木
造
の
た
め
傷
み
が
激
し
く
、
こ
れ

も
多
額
の
費
用
を
か
け
て
修
繕
さ
れ

ま
し
た
。

　
東
京
府
は
夜
の
街
を
明
る
く
す
る

た
め
、
瓦が

斯す

燈と
う

を
設
置
す
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。
明
治
６
年（
１
８
７
３
）

に
フ
ラ
ン
ス
人
技
術
者
ペ
ル
グ
ラ
ン

を
招し

ょ
う

聘へ
い

し
て
工
事
が
始
ま
り
、
翌
７

年
12
月
に
京
橋
以
南
の
銀
座
煉れ

ん

瓦が

街

に
灯と

も

さ
れ
ま
し
た
。
８
年
に
は
、
京

橋
か
ら
万ま

ん

世せ
い

橋ば
し

ま
で
に
百
基
、
常と

盤き
わ

橋ば
し

か
ら
浅
草
橋
・
元も

と

柳や
な
ぎ

橋ば
し

・
両
国
広

小
路
ま
で
に
53
基
の
瓦
斯
燈
が
設
置

さ
れ
ま
し
た
。

　
明
治
５
年
に
学
制
が
発
布
さ
れ
る

と
、
全
国
に
学
校
が
で
き
は
じ
め
ま

す
。
東
京
府
内
の
96
小
区
・
郷
村
19

小
区
ご
と
に
一
校
ず
つ
小
学
校
が
設

立
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
後
に
文
部
大
臣
と
な
っ
た
森も

り

有あ
り

礼の
り

の
発
案
で
、
商
法
講
習
所
（
後
の
一

橋
大
学
）
が
つ
く
ら
れ
ま
す
。
経
済

と
商
業
教
育
の
重
要
性
を
認
識
し
て

い
た
渋し

ぶ

沢さ
わ

栄え
い

一い
ち

も
賛
同
し
ま
し
た
。

　
東
京
府
庁
舎
は
幸

さ
い
わ
い

町ち
ょ
う

（
現
在
の
日

比
谷
）
の
郡
山
藩
邸
跡
に
あ
り
ま
し

た
が
、
明
治
21
年
に
麹こ

う
じ

町ま
ち

有
楽
町
へ

の
移
転
が
決
ま
り
、
22
年
か
ら
工
事

開
始
、
５
年
の
歳
月
を
か
け
て
27
年

に
竣し

ゅ
ん

工こ
う

し
ま
し
た
。
21
年
に
誕
生
し

た
東
京
市
と
、
東
京
府
の
庁
舎
が
ひ

と
つ
に
な
り
完
成
し
た
の
で
す
。

第
七
回

東
京
の
恩
人

　
　
　 

松ま
つ

平だ
い
ら
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だ

信の
ぶ

××

渋
沢
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渋
沢
栄
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松
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松
平
定
信
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湖
南
湖
を
彩
る
系
譜

を
彩
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系
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（
文・
中
山
義
秀
記
念
文
学
館　
館
長

植う
え

村む
ら

美よ
し

洋ひ
ろ

）

　
今
回
は
、
前
御
門
の
発
掘
調
査
に

つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
前
御
門
は
、
本
丸
の
正
面
口
に
あ

た
り
、
本
丸
を
守
る
重
要
な
門
で
し

た
。

　
復
元
事
業
に
先
立
ち
、
平
成
２
年

度
に
実
施
さ
れ
た
発
掘
調
査
の
結
果
、

建
物
の
基
礎
と
な
る
８
個
の
礎
石

が
確
認
さ
れ
ま
し
た
（
図
右
）。
礎

石
は
、
一
辺
40
～
60
㎝
の
正
方
形
の

石
材
と
、
門
の
正
面
と
な
る
東
側
で

は
、
長
辺
が
１
ｍ
ほ
ど
の
長
方
形
の

石
材
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
礎
石

間
の
距
離
か
ら
、
前
御
門
は
幅
8.2
ｍ
、

奥
行
き
4.2
ｍ
の
大
き
さ
で
あ
る
こ
と

が
確
認
で
き
ま
し
た
。
石
材
は
、
石

垣
と
同
じ
安
山
岩
質
溶
結
凝
灰
岩

（
通
称
白
河
石
）
が
使
わ
れ
て
い
ま

す
。

　
江
戸
時
代
の
小
峰
城
の
門
や
建
物

の
図
面
を
ま
と
め
た
『
白し

ら

河か
わ

城じ
ょ
う

御お

櫓や
ぐ
ら

絵え

図ず

』（
図
左
）
に
は
、
10
か
所
に
柱

が
描
か
れ
て
お
り
、
発
掘
調
査
で
確

認
し
た
礎
石
の
配
置
と
概
ね
一
致
す

る
こ
と
が
確
認
で
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
門
の
内
部
に
は
、
排
水
溝

と
考
え
ら
れ
る
板
石
を
並
べ
た
溝
跡

が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
前
御
門
は
、
こ
れ
ら
の
調
査
結
果

と
御
櫓
絵
図
を
も
と
に
、
平
成
６
年

に
木
造
で
復
元
さ
れ
ま
し
た
。

第
十
六
話

前
御
門
と

　
　  

発
掘
調
査

小
峰
城
よ
も
や
ま
話
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▲東京府庁・東京市役所  
　（東京都公文書館所蔵）

▲商法講習所（一橋大学提供）

▲前御門の平面図『白河城御櫓絵図』より
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