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　分厚い白壁に囲まれた六角家屋敷には、表門や裏門のほかに、藩主や来賓以外に
は開門しない御

おなりもん

成門がある。およそ142坪の邸宅のほかに、炊事場、釜屋、湯殿、土蔵、
稲荷屋、倉庫、物置、漬物庫、従業員の部屋などがあり、広大な敷地を誇っていた。

明治維新特集 　幕末動乱
小笠原藩走る。その先に…

大異動後間もない大改正
香春藩から豊津藩そして廃藩置県へ

幕
藩
体
制
か
ら
明
治
新
政
へ
激
変
に
揺
ら
ぐ
郷
土

貞
順
院
帰
着

前
藩
主
奥
方
が
御
廟
供
養
の
た
め

金
田
の
六
角
家
屋
敷
に
留
ま
る
。

　藩主・忠
ただ

幹
よし

の御
ご

廟
びょう

は、廃藩
置県後に菩

ぼ

提
だい

寺
じ

の福
ふく

聚
じゅ

寺
じ

に移
りましたが、わたしが幼いころ
もその一帯を御

ご

廟
びょう

と呼んでい
ました。当時を知っていた古
老の話によると、貞

ていじゅんいん

順院が参
拝にいく際には前触れがあり、
領民は表に出て敬意を表した
といいます。ずいぶんと立派
な駕

か

籠
ご

に乗っていたそうです。
貞順院の六角家屋敷滞在には
少なくとも20人以上のお供
がいて、周囲をあげてもてな
したと伝えられています。

福田昌さんに聞く
【
貞て

い
じ
ゅ
ん
い
ん

順
院
】
父
は
小
倉
７
代
藩
主
・
小
笠
原
忠た

だ
あ
き
ら徴

、
の
ち

に
６
代
藩
主
・
忠た

だ
か
た固
の
養
女
と
な
る
。
播
磨
明
石
藩
主

か
ら
小
倉
９
代
藩
主
と
な
っ
た
忠た

だ
よ
し幹

の
正
室
。
第
二
次

長
州
戦
争
の
藩
の
窮
地
で
は
島
村
志し

づ

ま

津
摩
ら
藩
士
を
激

励
し
た
。
写
真
は
晩
年
の
貞て

い
じ
ゅ
ん
い
ん

順
院
。（
資
料
／
金
田
町
史
）

旧
市い

つ
ち津
庄
屋
・
長
谷
川
氏
宅
（
長
谷
川
浹と

お
るさ
ん
・
市
場
）

に
残
る
田
川
一
揆
の
柱
傷
。
郡
内
で
は
２
百
以
上
も
の
打

ち
壊
し
が
あ
っ
た
と
い
う
。
幕
末
か
ら
の
社
会
急
変
が
考

慮
さ
れ
、
加
担
者
へ
の
刑け

い
ば
つ罰

は
比
較
的
軽
い
も
の
だ
っ
た
。

つ
か
の
間
の
豊
津
藩

決
別
の
夜
か
ら
一
揆
に

I N T E R V I E W

１年半のわずかな間の藩庁となっ
た豊津藩の印（錦陵同窓会所有）

貞
ていじゅんいん

順院が御
ごびょう

廟参拝
　の際に使ったと
　　　伝えられる
　　　　手洗い鉢

ばち

　重厚な白壁を残す六角
家屋敷（東金田）。表門
のそばには鉄砲穴がある。
奥に見えるのが、御

おなりもん

成門。

【
ふ
く
だ
・
さ
こ
う
】
郷
土
の
歴

史
に
詳
し
く
、
金
田
町
史
編
さ

ん
に
も
た
ず
さ
わ
る
。
福
智
町

文
化
財
専
門
委
員
長
（
金
田
）

家
督
を
相
続
し
た
10
代
藩
主
・
小お

が
さ
わ
ら

笠
原

忠た
だ
の
ぶ忱
が
熊
本
か
ら
帰
着
し
た
お
よ
そ
１
か

月
後
、
前
藩
主
・
忠た

だ
よ
し幹
の
正
室
・
貞て

い
じ
ゅ
ん
い
ん

順
院
は
、

慶
応
４
年
（
１
８
６
８
）
４
月
13
日
に
熊
本

を
出
発
。
４
月
19
日
に
金か

な
だ田

手て
な
が永

の
大
庄

屋
・
六ろ

っ
か
く角
家
の
屋
敷
に
入
り
ま
し
た
。

当
初
、
六
角
家
の
屋
敷
は
、
藩
主
・
忠た

だ

忱の
ぶ

が
屋や

か
た形

（
藩
主
邸
宅
）
と
し
て
使
用
す

る
手
配
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
前
藩
主
・

忠た
だ
よ
し幹
の
御ご

び
ょ
う廟
が
近
く
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ

の
供
養
の
た
め
貞
順
院
が
住
む
館
に
な
っ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
間
、
六
角
家

の
家
族
は
屋
敷
の
外
に
仮
住
ま
い
を
建
て

て
移
り
ま
し
た
。

貞て
い
じ
ゅ
ん
い
ん

順
院
は
金
田
滞
留
中
の
お
よ
そ
２
年

間
、
亡
き
藩
主
・
忠た

だ
よ
し幹
の
御ご

び
ょ
う廟
参
拝
を
欠

か
さ
な
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
碧へ

き

厳が
ん

寺じ

の
境
内
に
は
、
貞て

い
じ
ゅ
ん
い
ん

順
院
が
参
拝
の
際

に
使
っ
た
と
い
わ
れ
る
「
手
洗
い
鉢ば

ち

」
が
、

今
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

慶
応
４
年
９
月
８
日
、
明
治
に
改
元
さ

れ
、
そ
の
後
も
国
家
体
制
や
社
会
が
め
ま

ぐ
る
し
く
変
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

明
治
２
年
（
１
８
６
９
）
の
「
版は

ん

籍せ
き

奉ほ
う

還か
ん

」
は
、
６
月
17
日
か
ら
25
日
に
か
け
て
、

各
藩
に
す
べ
て
の
領
地
と
人
民
を
返
還
さ

せ
、
大だ

い
み
ょ
う名

を
知
事
に
任
命
す
る
と
い
う
制

度
で
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
香か

わ
ら春
藩
で
は
藩

主
・
忠た

だ

忱の
ぶ

が
知
事
と
な
り
ま
す
。

翌
、
明
治
３
年
（
１
８
７
０
）
１
月
に
香
春

藩
庁
を
豊と

よ
つ津
（
み
や
こ
町
）
に
移
し
て
「
豊

津
藩
」
に
改
称
。
明
治
４
年
（
１
８
７
１
）

７
月
に
は
「
廃
藩
置
県
」
が
行
わ
れ
、
旧

藩
主
に
東
京
在
住
が
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。

８
月
に
小
笠
原
忠た

だ

忱の
ぶ

が
、
そ
の
上
京
に

先
立
っ
て
郡
内
を
巡
回
。
別
れ
を
か
ね
て
草

場
（
福
智
町
市
場
）
で
催
し
た
鯉こ

い
が
り狩
は
盛

大
な
も
の
だ
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
忠た

だ

忱の
ぶ

は
、
父
・
忠た

だ
よ
し幹

の
御ご

び
ょ
う廟

を

参
拝
し
、
９
月
９
日
に
六
角
家
屋
敷
で
一
夜

を
過
ご
し
ま
し
た
。
そ
の
時
、
周
辺
の
領
民

が
大
挙
し
て
金
田
に
集
ま
り
、
各
手て

な
が永

の
代

表
が
忠た

だ

忱の
ぶ

の
東
京
移
住
中
止
を
懇
願
し
た

と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
、
10
日
後
の
９
月
19

日
、
忠た

だ

忱の
ぶ

が
東
京
に
向
け
て
乗
船
。
多
く

の
住
民
が
見
送
っ
た
後
、
家
路
に
つ
く
途
中

で
一い

っ
き揆

の
話
が
持
ち
上
が
り
、
そ
の
日
の
夜

か
ら
翌
20
日
（
下
田
川
は
21
日
ま
で
）
に
か

け
て
「
田
川
一
揆
」
が
勃ぼ

っ
ぱ
つ発
し
ま
す
。
領
主

を
失
っ
た
失
望
感
と
幕
末
か
ら
の
重
い
住

民
負
担
、
そ
し
て
、
行
く
末
の
不
安
か
ら
生

じ
た
一
揆
で
し
た
。

手
を
合
わ
せ
続
け
た

金
田
で
の
日
々

つ
か
の
間
の
豊
津
藩

決
別
の
夜
か
ら
一
揆
に


