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小
笠
原
藩
は
、
明
治
３
年
（
１
８
７
０
）

１
月
に
藩
庁
を
香
春
か
ら
豊
津
に
移
し
ま

す
が
、
こ
の
時
、
藩
校
も
豊
津
に
移
転
し

「
育い

く
と
く
か
ん

徳
館
」
と
改
称
。
神こ

う
ざ
き崎
村
支
館
（
福

智
町
神
崎
）
な
ど
４
校
を
設
置
し
ま
し
た
。

藩
の
再
建
を
教
育
に
位
置
づ
け
た
こ
の
取

り
組
み
は
、
お
よ
そ
３
年
前
の
慶
応
３
年

（
１
８
６
７
）
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。

長
州
戦
争
に
敗
走
し
、
同
年
３
月
に
発

足
し
た
ば
か
り
の
香
春
藩
は
、
そ
の
立
て

直
し
を
「
教
育
」
に
か
け
ま
し
た
。
５
月

に
藩
校
「
思し

え
い
か
ん

永
館
」
を
香
春
に
移
し
、
の

ち
に
藩
主
が
住
む
屋や

か
た形
と
な
る
正し

ょ
う
ふ
く
じ

福
寺

（
赤
村
）
を
含
む
５
か
所
で
支
館
を
開
校
。

門
弟
が
師
の
功
績
を
記
し
、
建
立
し
た
佐
藤
猶ゆ

う
り
ょ
う龍
の
碑
。

学制発布人づくりの精神受け継ぐ
藩校私塾が学校に

実
を
結
ぶ
幕
末
か
ら
醸
成
し
た
学
び

教
育
開
花

再
建
を
教
育
に
か
け
た
礎

郷
土
の
学
校
教
育
発
祥

9月18日、金田小学校の6年2組では「幕末の歴史」の授業が行われていた。
町独自の教員採用で、きめ細かな授業や少人数学級などの教育振興に取り組む福智町。
人づくりによる町づくりが、未来を担う人材を育んでいく…。

幕末維新 福智ゆかりの人々
　

小
倉
か
ら
香
春
に
藩
庁
が
移
っ
た

際
、
多
く
の
藩
士
た
ち
が
郡
内
に
移

り
住
み
ま
し
た
。
福
智
町
に
も
そ
の

足
跡
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

金
田
人
見
の
船
庄
屋
・
島
津
屋
敷

に
い
た
郡
代
・
牧
野
弥
次
右
衛
門
【
建

野
郷
三
】
は

明
治
政
府
で

頭
角
を
現
し
、

大
阪
府
知
事

や
元
老
院
議

官
、
米
国
行

使
な
ど
を
歴

任
し
ま
し
た
。

　

母
が
金
田
の
地
で
亡
く
な
り
、
再

三
墓
参
り
に
訪
れ
た
と
い
う
奥
七
郎

左
衛
門
【
奥
保や

す
か
た鞏
】
は
、
陸
軍
大
将

を
経
て
元げ

ん
す
い帥
と
な
り
ま
す
。
そ
の
縁え

ん

で
、
稲
荷
神
社
境
内
に
あ
る
忠
魂
碑

の
碑ひ

め
い銘
を
揮き

ご
う
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
赤
池
町
史
に
は
「
上
野
に

屋
敷
を
構
え
た
石
地
安
遷（
省
三
）が
、

岩
手
県
知
事
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
る
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
」
と
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
岩
手
県
令
や
茨
城
県

知
事
、
貴
族
院
議
員
を
務
め
た
小
倉

藩
出
身
の
石
井
省
一
郎
と
、
町
史
に

あ
る
生
年
月
日
が
同
じ
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
可
能
性
も
否い

な

め
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
藩
の
人
づ
く
り
は
、
明

治
新
政
府
に
も
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

小笠原藩走る。その先に…
特集 　幕末動乱

建野が滞留した旧船庄屋・島津屋敷奥元帥揮ごうの碑

【
資
料
提
供
】
小
川
忠
文
さ
ん
／
香
春
町
／
北
九
州
市
立

自
然
史
・
歴
史
博
物
館
／
広
寿
山
福
聚
寺
／
高
知
県
立

坂
本
龍
馬
記
念
館
／
下
藤
ス
ギ
ヱ
さ
ん
／
聖
徳
記
念
絵

画
館
／
長
谷
川
浹
さ
ん
／
福
岡
県
立
育
徳
館
高
等
学
校

錦
陵
同
窓
会
／
福
田 

昌
さ
ん
／
港
区
立
港
郷
土
資
料
館

【
参
考
文
献
】
赤
池
町
史
／
金
田
町
史
／
金
田
町
の
伝
承

と
昔
話
／
田
川
・
京
築
の
歴
史
／
方
城
町
史（
五
十
音
順
）

※ 

特
集
の
本
文
に
は
子
ど
も
た
ち
が
読
め
る
よ
う
に
、

　

 

な
る
べ
く
「
ふ
り
が
な
」
を
つ
け
て
い
ま
す
。

　

か
つ
て
地
元
か
ら
「
御ご

び
ょ
う廟
」
と
呼
ば
れ
た

一
帯
の
竹
林
。
小
倉
・
小
笠
原
藩
９
代
藩
主
・

忠た
だ
よ
し幹

の
御ご

び
ょ
う廟

跡
は
、そ
の
面
影
も
な
く
、う
っ

そ
う
と
茂し

げ

る
木
々
に
囲
ま
れ
て
い
る
…
。

特
集　

 

幕
末
動
乱
／
完 郷

土
の
教
育
に
生
涯
を
さ
さ
げ
た
黒
田
天て

ん
り
ん麟

の
供
養
塔
（
町
指
定
文
化
財
）。
か
つ
て
藩
主

御
廟
が
お
か
れ
た
碧へ

き
が
ん
じ

厳
寺
は
、
金
田
・
神
崎
地

区
の
学
校
教
育
発
祥
の
地
に
も
な
っ
て
い
る
。

小笠原藩走る。その先に…
特集 　幕末動乱
小笠原藩走る。その先に…
特集 　幕末動乱
小笠原藩走る。その先に…
特集 　幕末動乱

小お
が
さ
わ
ら

笠
原
藩
は
、
明
治
３
年
（
１
８
７
０
）

１
月
に
藩
庁
を
香か

わ
ら春
か
ら
豊と

よ
つ津
に
移
し
ま

す
が
、
こ
の
時
、
藩
校
も
豊
津
に
移
転
し

「
育い

く
と
く
か
ん

徳
館
」
と
改
称
。
神こ

う
ざ
き崎
村
支
館
（
福

智
町
神
崎
）
な
ど
４
校
を
設
置
し
ま
し
た
。

藩
の
再
建
を
教
育
に
位
置
づ
け
た
こ
の
取

り
組
み
は
、
お
よ
そ
３
年
前
の
慶
応
３
年

（
１
８
６
７
）
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。

長
州
戦
争
に
敗
走
し
、
同
年
３
月
に
発

足
し
た
ば
か
り
の
香
春
藩
は
、
そ
の
立
て

直
し
を
「
教
育
」
に
か
け
ま
し
た
。
５
月

に
藩
校
「
思し

え
い
か
ん

永
館
」
を
香
春
に
移
し
、
の

ち
に
藩
主
が
住
む
屋や

か
た形
と
な
る
正し

ょ
う
ふ
く
じ

福
寺

（
赤
村
）
を
含
む
５
か
所
で
支
館
を
開
校
。

そ
の
後
、
11
か
所
で
支
館
を
開
き
、
弁
城

村
支
館
（
福
智
町
弁
城
）
が
こ
の
時
設
置

さ
れ
ま
し
た
。
神
崎
村
支
館
で
は
、
九
州

屈
指
の
私
塾「
水す

い
さ
い
え
ん

哉
園
」で
学
ん
だ
漢
学
者
・

佐
藤
猶ゆ

う
り
ょ
う龍
が
１
２
０
人
ほ
ど
の
門
弟
を
熱

心
に
指
導
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

藩
の
教
育
振
興
で
、
私
塾
や
寺
子
屋
も

盛
ん
に
な
り
、
な
か
で
も
碧へ

き
が
ん
じ

厳
寺
17
代
住

職
・
黒
田
天て

ん
り
ん麟
は
、
本
堂
を
「
昭し

ょ
う
り
ん
し
ゃ

倫
舎
」
と

い
う
塾じ

ゅ
く
し
ゃ舎
に
し
て
、
下
田
川
地
域
の
教
育
に

つ
と
め
ま
し
た
。
有
名
私
塾
の
「
咸か

ん
ぎ
え
ん

宜
園
」

や
「
恒つ

ね
と
う
じ
ゅ
く

遠
塾
」
で
学
ん
だ
黒
田
天て

ん
り
ん麟

は

「
昭し

ょ
う
り
ん
し
ゃ

倫
舎
」
で
入
門
者
に
指
導
す
る
か
た
わ

ら
「
水す

い
さ
い
え
ん

哉
園
」
に
も
遊
学
す
る
な
ど
、
漢

学
に
情
熱
を
燃
や
し
ま
し
た
。

明
治
５
年
（
１
８
７
２
）
８
月
に
「
学が

く
せ
い制

」

が
発
布
さ
れ
、
上
野
小
学
校
、
市い

つ
ち津
支
校
、

弁
城
小
学
校
、
伊
方
小
学
校
が
開
校
し
ま

す
。
昭し

ょ
う
り
ん
し
ゃ

倫
舎
は
そ
の
ま
ま
移
行
す
る
形
で
、

明
治
６
年
（
１
８
７
３
）
３
月
に
昭し

ょ
う
り
ん
し
ゃ

倫
舎
金

田
小
学
校
を
開
校
。
黒
田
天て

ん
り
ん麟
が
初
代
校

長
と
し
て
自
ら
教
壇
に
立
ち
、
そ
の
翌
年
に

は
昭し

ょ
う
り
ん
し
ゃ

倫
舎
糸
田
小
学
校
を
創
設
し
ま
し
た
。

入
学
枠
を
広
げ
る
な
ど
、
幕
末
か
ら
郷

土
で
行
わ
れ
た
教
育
の
風
土
は
こ
う
し
て

実
を
結
び
、
町
内
の
学
校
教
育
発
祥
に
つ

な
が
っ
て
い
ま
す
。「
教
育
の
ま
ち
づ
く
り
」

の
精
神
は
、
い
ま
、
子
ど
も
た
ち
が
通
う
学

ま
な
び

舎や

に
受
け
継
が
れ
、
息
づ
い
て
い
ま
す
。

門
弟
が
師
の
功
績
を
記
し
、
建
立
し
た
佐
藤
猶ゆ

う
り
ょ
う龍
の
碑
。

町
内
す
べ
て
の
小
学
校
が

学
制
と
と
も
に
開
校

奥元帥揮ごうの碑奥元帥揮ごうの碑奥元帥揮ごうの碑


