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二本松藩戒石銘刻銘260年記念式典

　

霞
ケ
城
を
訪
れ
る
人
々
を
迎
え
る
五
メ
ー
ト
ル
の
花
崗
岩
の
大

岩
。
そ
こ
に
刻
ま
れ
た
四
句
十
六
字
の
教
え
で
あ
る
戒
石
銘
。
こ

こ
二
本
松
に
二
百
六
十
年
も
の
間
、
伝
え
ら
れ
息
づ
い
て
き
た
戒

め
で
あ
り
、
二
本
松
の
精
神
の
象
徴
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
戒
石
銘
は
、
二
本
松
市
民
の
僕
に
と
っ
て
も
馴
染
み
深
い

も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
小
学
生
の
時
、
よ
く
戒
石
銘
碑
周

辺
の
落
ち
葉
掃
き
な
ど
の
清
掃
活
動
に
参
加
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。「
爾
の
俸 

爾
の
禄
は 

民
の
膏 

民
の
脂
な
り 

下
民
は
虐
げ
易

き
も 

上
天
は
欺
き
難
し
」
僕
は
、
こ
の
文
章
の
読
み
の
響
き
を

と
て
も
気
に
入
っ
て
い
る
。
戒
石
銘
の
意
味
を
知
っ
て
か
ら
と
い

う
も
の
は
、
こ
の
碑
文
に
漂
う
清
ら
か
さ
や
誠
の
心
の
美
し
さ
を

感
じ
、
ま
す
ま
す
素
晴
ら
し
い
教
え
だ
な
あ
と
思
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　
「
戒
石
銘
に
学
ぶ
」
の
資
料
に
よ
る
と
、
そ
の
起
源
は
千
年
以

上
前
の
中
国
に
あ
る
と
書
い
て
あ
っ
た
。
戒
石
銘
の
原
型
が
、
は

る
か
千
年
以
上
も
昔
の
時
代
に
形
作
ら
れ
て
い
た
な
ん
て
…
。
そ

し
て
今
、
そ
れ
ほ
ど
の
年
月
を
経
て
も
な
お
、
こ
の
僕
達
の
住
む

ふ
る
さ
と
二
本
松
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
な
ん
て
…
。
僕
は
驚
き

と
同
時
に
、
う
れ
し
さ
と
、
誇
ら
し
さ
の
入
り
ま
じ
っ
た
な
ん
と

も
い
え
な
い
気
持
ち
に
包
ま
れ
て
い
る
。

　

二
本
松
藩
に
戒
石
銘
が
つ
く
ら
れ
た
当
時
は
、
江
戸
時
代
の
士

農
工
商
と
い
う
身
分
制
度
の
厳
し
い
時
代
で
あ
っ
た
。
武
士
こ
そ

が
絶
対
的
権
力
者
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
農
民
あ
っ
て
の
武

士
、
だ
か
ら
こ
そ
下
々
の
民
達
を
欺
い
て
は
い
け
な
い
と
い
う
民

を
思
う
心
を
忘
れ
な
か
っ
た
二
本
松
藩
の
教
え
は
本
当
に
素
晴
ら

し
い
と
思
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
戒
石
銘
の
教
え
を
岩
井
田
昨
非
に
反
対
す
る

人
々
が
、
昨
非
を
陥
れ
る
た
め
、「
下
民
は
欺
き
や
す
い
。
虐
げ

て
脂
を
し
ぼ
れ
。
そ
し
て
汝
ら
の
禄
と
せ
よ
。」
と
教
え
込
み
、

農
民
の
一
揆
を
煽
動
し
た
こ
と
は
、
非
常
に
残
念
で
悲
し
い
出
来

事
で
あ
っ
た
と
思
う
。

　

こ
の
戒
石
銘
の
教
え
を
、
今
、
僕
は
、
日
常
生
活
の
中
に
ど
う

生
か
し
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
。
自
分
に
あ
て
は
め
て
、
こ

の
戒
石
銘
の
教
え
を
あ
ら
た
め
て
見
つ
め
て
み
る
と
、
僕
は
「
爾

の
俸　

爾
の
禄
」
と
い
う
言
葉
が
「
自
分
の
行
い
の
結
果
や
成
果
」

と
思
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。「
民
の
膏　

民
の
脂
な
り
」
と

い
う
言
葉
は
「
自
分
の
努
力
の
汗
の
結
果
」
と
読
み
替
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
し
て
「
怠
け
る
こ
と
は
た
や
す
い
が
、
努
力
を
し

た
か
ど
う
か
、
自
分
自
身
の
心
を
欺
く
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
読

み
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
分
の
行
動
を
見
て
い
る
自
分
自
身

の
心
は
、
す
べ
て
を
知
っ
て
い
る
の
だ
。

　

僕
は
今
、
勉
強
、
部
活
、
そ
し
て
友
人
関
係
な
ど
、
様
々
な
こ

と
を
背
負
い
な
が
ら
学
校
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
本
当
に
毎
日
が

忙
し
く
慌
た
だ
し
い
日
々
の
連
続
だ
。
そ
こ
に
は
、
時
々
、
そ
の

忙
し
さ
ゆ
え
に
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
を
面
倒
が
り
、
適
当
に
物
事

を
す
ま
し
、
か
た
を
つ
け
よ
う
と
し
て
し
ま
う
自
分
が
い
る
。
こ

れ
は
、戒
石
銘
の
教
え
と
は
か
け
離
れ
た
姿
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
し
て
僕
は
、
中
学
二
年
生
と
い
う
中
堅
学
年
で
あ
る
。
こ
ん
な

時
こ
そ
、戒
石
銘
の
教
え
を
思
っ
て
行
動
し
て
い
き
た
い
も
の
だ
。

人
を
欺
く
こ
と
な
く
、
自
分
を
欺
く
こ
と
な
く
、
自
分
に
正
直
に

誠
実
に
努
力
を
積
み
上
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

戒
石
銘
は
、
そ
ん
な
こ
と
を
僕
に
語
り
か
け
て
く
れ
る
の
だ
。

　

祖
母
が
よ
く
僕
に
言
っ
て
い
た
言
葉
を
思
い
出
す
。「
誠
生
、

い
い
か
。
お
天
道
様
が
見
て
い
る
。
神
様
が
見
て
い
る
。
仏
様
が

見
て
い
る
。
そ
し
て
一
番
に
自
分
が
見
て
い
る
ん
だ
よ
。」

　

僕
は
、
戒
石
銘
の
教
え
と
祖
母
の
言
葉
が
重
な
っ
て
、
僕
の
進

む
道
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も

戒
石
銘
の
精
神
を
胸
に
、
進
ん
で
い
き
た
い
と
思
う
。

二
本
松
第
三
中
学
校
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　

高
島　

誠
生

「
戒
石
銘
が
語
り
か
け
て
く
れ
る
こ
と
」
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《
春
し
ぐ
れ
城
は
石
垣
よ
り
濡
れ
て
》

　

私
に
と
っ
て
の
お
城
山
は
い
つ
で
も
気
軽
に
行
く
こ
と
が
で
き
、

心
身
が
癒
さ
れ
る
場
所
で
あ
る
。
花
も
、
芽
吹
き
も
、
万
緑
も
、

紅
葉
も
、
春
夏
秋
冬
ど
の
季
節
も
い
い
。
晴
れ
の
日
も
雨
の
日
も

い
い
。
し
み
じ
み
と
し
た
ゆ
た
か
さ
を
感
じ
さ
せ
る
最
高
の
ス

ポ
ッ
ト
で
あ
る
。
私
が
二
本
松
に
転
居
し
た
の
は
昭
和
四
十
年
、

お
城
山
と
は
そ
れ
以
来
の
付
き
合
い
で
あ
る
。
訪
ね
る
ご
と
に
な

に
か
し
ら
魅
力
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
有
り
難
い
お
城
山
で
あ

る
。

《
城
巡
る
水
音
喨
々
淑
気
か
な
》

　

お
城
山
の
本
丸
跡
に
立
つ
と
、
思
わ
ず
大
き
く
深
呼
吸
し
た
く

な
る
。
大
気
の
澄
み
を
感
じ
る
の
は
私
だ
け
だ
ろ
う
か
。
お
お
げ

さ
の
よ
う
だ
が
、
城
山
全
体
が
特
別
の
オ
ー
ラ
を
発
し
て
い
る
よ

う
に
さ
え
思
え
て
く
る
。
そ
れ
は
、
本
丸
や
箕
輪
門
、
搦
手
門
な

ど
の
門
跡
や
石
垣
、
樹
木
の
佇
ま
い
、
二
合
田
用
水
の
流
れ
や
滝

の
音
、
る
り
池
や
霞
ケ
池
の
輝
き
、
そ
れ
ら
城
山
絵
巻
全
体
か
ら

感
じ
取
れ
る
も
の
と
ば
か
り
も
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
は
も
し
か
し

た
ら
、
永
々
脈
々
と
築
か
れ
て
き
た
こ
の
城
の
歴
史
の
持
つ
重
厚

感
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
み
じ
み
と
感
じ
る
温
か
な
重
み
だ
。

新
年
の
城
に
立
ち
、
二
合
田
用
水
の
水
音
を
聞
い
て
い
る
と
な
お

さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

《
木
洩
れ
日
の
揺
れ
い
る
井
戸
や
濃
紫
陽
花
》

　

菊
人
形
展
の
時
期
、
展
示
場
を
見
終
わ
っ
た
方
と
話
し
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
菊
人
形
の
感
想
や
紅
葉
の
美
し
さ
は
讃
え
た
が
、
お

城
山
そ
の
も
の
の
感
想
は
あ
ま
り
聞
け
な
か
っ
た
。
箕
輪
門
の
佇

ま
い
や
本
丸
跡
に
立
っ
た
景
観
、
ま
し
て
国
指
定
の
史
跡
と
も

な
っ
た「
旧
二
本
松
藩
戒
石
銘
碑
」の
こ
と
な
ど
は
こ
の
日
の
見
学

に
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
ま
こ
と
に
残
念
と
思
い
、
案
内
し
て
あ

げ
て
喜
ば
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

《
日
う
ら
う
ら
霞
ケ
池
の
水
平
ら
》

　

実
際
、
私
も
二
本
松
に
来
て
し
ば
ら
く
は
お
城
山
の
池
周
辺
や

洗
心
亭
、
智
恵
子
抄
詩
碑
な
ど
散
策
し
て
は
満
足
な
気
分
で
い
た
。

ま
し
て
城
跡
東
手
の
石
の
存
在
な
ど
ま
っ
た
く
目
に
し
て
い
な

か
っ
た
。
あ
の
頃
、
こ
の「
四
句
十
六
字
」の
拓
本
が
額
入
り
で
壁

面
に
張
ら
れ
て
い
る
の
を
あ
ち
こ
ち
で
目
に
し
て
い
た
が
、
あ
の

戒
石
銘
と
は
繋
が
っ
て
い
な
か
っ
た
。
二
本
松
の
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
の
お
城
山
の
す
べ
て
知
っ
た
積
も
り
で
い
た
の
に
、
ま
さ
に
そ

れ
ら
基
盤
と
も
い
え
る「
戒
石
銘
」へ
の
関
心
が
薄
か
っ
た
こ
と
は

大
き
な
反
省
で
あ
る
。
そ
の
十
六
文
字
の
読
み
や
意
味
、
碑
の
こ

れ
ま
で
の
歴
史
的
経
過
を
し
っ
か
り
確
認
出
来
た
の
は
、
市
内
に

務
め
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
今
は
し
っ
か
り
と
読

み
下
せ
る
。

《
万
緑
や
四
句
十
六
字
の
教
え
》

　

も
と
も
と
漢
詩
に
興
味
も
あ
っ
た
の
で
、
お
城
山
の
戒
石
銘
の

存
在
を
し
っ
か
り
と
意
識
し
て
か
ら
は
、
ま
さ
に
目
か
ら
鱗
。
藩

士
へ
の
戒
め
を
、
二
百
六
十
年
も
前
に
こ
の
よ
う
に
単
刀
直
入
、

極
め
て
あ
か
ら
さ
ま
に
堂
々
と
刻
み
、
藩
士
に
朝
な
夕
な
示
し
た

事
実
、
こ
れ
は
も
の
す
ご
い
事
で
あ
る
。
時
代
を
越
え
驚
愕
さ
え

覚
え
る
。
上
に
立
つ
も
の
の
そ
の
指
揮
力
と
姿
勢
は
誠
に
偉
大
、

尊
敬
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。「
は
は
っ
」と
有
り
難
く
受
け
、
言

葉
を
噛
み
締
め
ざ
る
を
得
ま
い
。
ま
さ
に
先
人
の
偉
業
で
あ
る
。

《
風
強
き
枝
先
に
こ
そ
冬
桜
》

　

私
た
ち
は
驚
異
の
高
度
成
長
期
を
経
、
物
質
的
豊
か
さ
を
あ
る

程
度
手
に
入
れ
は
し
た
が
、
そ
の
過
程
で
失
っ
た
も
の
も
多
い
。

よ
う
や
く
気
づ
い
た
時
は
、
こ
れ
ま
で
私
た
ち
を
支
え
て
き
た
は

ず
の
さ
ま
ざ
ま
な
規
範
さ
え
、
社
会
的
シ
ス
テ
ム
さ
え
、
そ
の
変

容
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
毎
日
の
よ
う
に
起
こ
る
事
件
も
目
に
余
る
。

そ
れ
ら
事
件
の
基
層
は
な
ん
な
の
か
。「
い
つ
、
ど
こ
で
、
だ
れ
が
、

な
ぜ
、
な
に
を
、
ど
の
よ
う
に
し
た
の
か
」を
知
ら
な
け
れ
ば
そ

の
真
意
は
と
ら
え
難
い
が
、
直
面
す
る
課
題
解
決
の
糸
口
は
、
歴

史
認
識
を
踏
ま
え
た
時
代
の
洞
察
に
こ
そ
あ
る
と
、
こ
の
頃
特
に

強
く
感
じ
て
い
る
。

《
岩
ば
し
る
水
の
し
ぶ
き
や
若
葉
光
》

　
「
戒
石
銘
」の
原
典
は
、
中
国
後
蜀
の
君
主
孟
昶
の「
二
十
四
句

九
十
六
字
」の「
戒
諭
辞
」で
あ
り
、
後
の
君
主
太
宗
が
そ
こ
か
ら

「
四
句
十
六
字
」を
抜
き
出
し
た
の
が「
戒
石
銘
」と
い
う
。
日
本
の

平
安
時
代
中
頃
の
こ
と
。
さ
て
、
霞
ケ
城
は
、
江
戸
時
代（
一
六

四
三
）か
ら
明
治（
一
八
六
八
）ま
で
二
百
二
十
五
年
間
二
本
松
藩

丹
羽
氏
の
居
城
。
そ
の
城
の
東
手
、
藩
士
た
ち
の
通
用
門
に
あ
っ

た
自
然
石
に
当
時（
一
七
四
九
）藩
の
方
針
に
よ
り
こ
の「
戒
石
銘
」

四
句
十
六
字
を
刻
ん
だ
と
い
う
。
藩
政
改
革
、
財
政
改
革
、
綱
紀

粛
正
等
実
現
の
た
め
に
具
体
的
に
か
か
わ
っ
た
方
々
の
思
い
、
さ

ら
に
農
民
や
反
対
派
の
人
々
と
の
複
雑
な
絡
み
あ
い
な
ど
を
考
え

る
と
、
そ
の
成
り
立
ち
ま
で
の
歴
史
的
背
景
は
、
知
れ
ば
知
る
ほ

ど
に
想
像
を
絶
す
る
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

今
盛
ん
に
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
な
る
言
葉
が
大
義
名
分
の
ご
と
く
か

ざ
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ま
こ
そ
先
人
の
歩
み
を
確
か
め
永
遠
不
滅

の「
戒
石
銘
」が
必
要
の
時
。
そ
れ
は
行
政
に
携
わ
る
者
の
姿
勢
の

原
点
で
あ
り
、
そ
の
率
先
垂
範
こ
そ
が
市
民
の
平
和
な
日
々
の
実

現
に
繋
が
る
と
確
信
し
た
い
。
お
城
山
一
帯
の
清
澄
な
大
気
を

ず
っ
と
信
じ
て
見
守
り
た
い
私
で
あ
る
。

　

お
城
山
で
の
元
朝
の
二
句
。

《
日
の
出
待
つ
一
心
一
念
大
旦
》 

《
粛
々
と
全
肯
定
の
初
日
か
な
》
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