
　

渋
沢
は
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
で
多
忙

を
極
め
て
も
、
定さ

だ

信の
ぶ

の
月
命
日
の
毎

月
13
日
に
は
必
ず
養
育
院
に
登
院
し

て
業
務
を
こ
な
し
、
入
院
者
と
交
流

し
て
い
ま
す
。

　

養
育
院
を
運
営
す
る
中
で
、
渋
沢

は
２
人
の
福
島
県
人
を
採
用
し
て
い

ま
し
た
。
一
人
は
安あ

達だ
ち

憲け
ん

忠ち
ゅ
う

と
い
う

元
自
由
民
権
活
動
家
で
、
渋
沢
は
安

達
を
厚
く
信
頼
し
養
育
院
の
事
務
を

任
せ
て
い
ま
す
。
も
う
一
人
は
、
喜

多
方
の
慈
善
事
業
家
で
あ
っ
た
瓜う

生り
ゅ
う

岩い
わ

子こ

で
す
。
渋
沢
は
瓜
生
を
養
育
院

の
幼
童
世
話
係
長
に
就
け
、
幼
児
教

育
に
励
ん
で
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　

東
京
府
が
養
育
院
の
廃
止
を
決
定

し
、
経
費
の
支
給
を
停
止
し
た
時
に

は
、
渋
沢
は
私
財
を
投
じ
る
と
と
も

に
財
界
か
ら
寄
付
を
募
り
、
自
ら
養

育
院
の
経
営
を
行
い
ま
し
た
。
院
内

に
感
化
部
を
設
置
し
て
不
良
少
年
の

矯
正
指
導
を
し
た
り
、
作
業
場
を
設

け
て
入
院
者
の
自
立
を
図
ろ
う
と
し

た
り
し
て
い
ま
す
。

　

渋
沢
の
尽
力
に
よ
り
、
養
育
院
は

そ
の
後
大
き
く
発
展
を
遂
げ
て
い
き

ま
す
。
昭
和
61
年
に
東
京
都
老
人
医

療
セ
ン
タ
ー
と
改
称
。
平
成
11
年
に

は
東
京
都
養
育
院
条
例
廃
止
に
よ
り

養
育
院
の
名
称
は
消
滅
し
ま
す
が
、

平
成
21
年
に
老
人
医
療
セ
ン
タ
ー
と

老
人
総
合
研
究
所
が
一
体
化
さ
れ
、

現
在
の
東
京
都
健
康
長
寿
医
療
セ
ン

タ
ー
と
な
り
ま
し
た
。

　

渋
沢
は
経
済
活
動
に
ま
い
進
す
る

一
方
、
資
本
主
義
が
発
展
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
経
済
的
格
差
が
拡
大
す
る
と

い
う
認
識
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
経
済
的
弱
者
を
切
り
捨
て
る

の
で
は
な
く
、
社
会
制
度
を
整
備
し

て
す
べ
て
の
人
を
救
済
す
べ
き
で
あ

る
と
い
う
考
え
を
貫
き
ま
し
た
。

　

喜
寿
を
迎
え
た
際
に
渋
沢
は
、
企

業
や
財
界
の
役
職
を
ほ
と
ん
ど
退
き

ま
し
た
が
、
養
育
院
の
院
長
だ
け
は

死
ぬ
ま
で
続
け
ま
し
た
。
渋
沢
の
人

生
は
、
ま
さ
に
福
祉
に
捧
げ
た
一
生

で
も
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

第
九
回

渋し
ぶ

沢さ
わ

栄え
い

一い
ち

と
養
育
院

　
　
　
　
　

  （
そ
の
二
）
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二
之
丸
は
本
丸
の
南
側
に
隣
接
す

る
郭く

る
わ

で
、
現
在
の
芝
生
広
場
の
範
囲

が
お
お
む
ね
相
当
し
ま
す（
下
写
真
）。

　

現
在
は
市
民
の
憩
い
の
場
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
江
戸
時
代
は
ど
ん
な

様
子
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

小
峰
城
に
お
い
て
、
二
之
丸
は
本

丸
と
三
之
丸
を
中
継
す
る
要
の
位
置

に
あ
り
ま
す
。
東
は
藤ふ

じ

門も
ん

、
西
は
元も

と

太た
い

鼓こ

門も
ん

、
南
は
太た

い

鼓こ

門も
ん

、
北
は
清し

水み
ず

門も
ん

と
、
四
方
に
門
が
置
か
れ
、
周
り

は
堀
で
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。

松ま
つ

平だ
い
ら

定さ
だ

信の
ぶ

時
代
の
「
奥
州
白
河
城

下
全
図
」（
下
図
）
な
ど
に
よ
れ
ば
、

二
之
丸
に
は
御ご

城じ
ょ
う

米ま
い

蔵ぐ
ら

や
大お

お

庭ば

蔵ぐ
ら

な

ど
の
蔵
や
、
藩
の
用
務
の
た
め
の
建

物
が
あ
り
ま
し
た
。

　

御
城
米
蔵
は
「
御ご

用よ
う

蔵ぐ
ら

」
と
も
言

わ
れ
、
城
に
備
蓄
さ
れ
る
米
な
ど
の

保
管
場
所
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
、
二
之
丸
は
城
内

で
も
多
く
の
蔵
が
立
ち
並
ぶ
場
所
で

あ
り
、
藩
の
物
資
を
保
管
す
る
重
要

な
場
所
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
当
時
の
二
之
丸
の
様
子
を
、

現
地
に
て
Ａ
Ｒ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま

す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
Ａ
Ｒ
の
ご
利
用
は
、
現
地
案
内
板　
　

に
従
い
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
の

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
必
要
で
す
。

第
十
八
話

二
之
丸
の

　
　

  

昔
と
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小
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や
ま
話
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