
◆ 

本
陣
利
用
者
の
「
忘
れ
物
」
発
見
！ 

草
津
宿
本
陣
で
、
幕
末
期
に
田
中
七
左
衛
門

本
陣
を
利
用
し
た
人
々
の
「
失
念
物
（
忘
れ
物
）
」

と
見
ら
れ
る
資
料
、
十
八
点
が
発
見
さ
れ
ま
し

た
。
中
に
は
、
こ
の
時
期
に
京
都
で
活
躍
し
た

新
選
組
の
持
ち
物
と
記
さ
れ
た
も
の
や
、
本
陣

の
利
用
に
つ
い
て
記
録
さ
れ
た
「
大
福
帳
」
の

記
載
と
一
致
す
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。 

本
陣
の
運
営
の
実
像
と
共
に
、
江
戸
時
代
の

旅
の
様
子
を
リ
ア
ル
に
物
語
る
、
非
常
に
貴
重

な
資
料
で
す
。 

◆ 

発
見
の
経
緯
と
史
料
的
価
値 

平
成
三
〇
年
六
月
に
開
始
し
た
草
津
宿
本

陣
歴
史
資
料
調
査
の
過
程
で
、
本
陣
土
蔵
内
の

箪
笥
の
引
出
か
ら
発
見
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

 

・
い
ず
れ
も
旅
人
の
持
ち
物
と
見
ら
れ
る 

・
何
点
か
に
紙
製
の
札
が
結
び
つ
け
ら
れ
て

お
り
、
取
り
付
け
方
や
記
入
の
仕
方
な
ど
が

均
一
で
、
何
点
か
に
「
御
失
念
物
」「
御
本
陣
」

と
書
か
れ
て
い
る 

右
の
こ
と
か
ら
、
江
戸
時
代
以
降
、
田
中
七

左
衛
門
本
陣
で
預
か
ら
れ
て
き
た
、
利
用
者
の

「
忘
れ
物
」
で
あ
る
と
判
断
し
ま
し
た
。 

「
失
念
物
」
と
い
う
性
質
上
、
同
様
の
も
の

が
他
に
も
多
数
保
管
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
み
が
何
ら
か
の
理
由
で
現

在
ま
で
残
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

渡
辺
和
敏
先
生
（
本
調
査
委
員
長
・
愛
知
大
学

名
誉
教
授
）
か
ら
は
、「
江
戸
時
代
の
忘
れ
物
が
、

こ
の
よ
う
な
形
で
残
さ
れ
て
い
る
例
は
ほ
と

ん
ど
な
い
の
で
は
な
い
か
。
田
中
家
が
、
利
用

客
を
非
常
に
大
切
に
し
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
」
と
評
価
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。 

◆ 

注
目
す
べ
き
資
料 

 

煙
管
（
き
せ
る
）

入
れ 

（
写
真
①
） 

  

煙
管
入
れ
と
付
属
の
袋
。
煙
管
本
体
は
残
っ

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
紙
札
に
、
「
新
選
組
様 

五
月
九
日
御
泊 

壱
番
間
ニ
御
失
念
物
」
と
あ

り
、
新
選
組
の
持
ち
物
と
見
ら
れ
ま
す
。 

 
 

 
 

資
料
調
査
だ
よ
り 

号
外 

 

発見時の様子（下半分が「失念物」） 

（右）下が煙管入れ、上が布袋。袋に紙札が付けられている 

（左）紙札 

今回発見された「失念物」全 18点。 

煙管入れ、守袋、矢立、脚絆など、旅人のものらしい持ち物が見つかった。 

① 
② 

③ 



慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
の
「
大
福
帳
」
に
は
、

新
選
組
隊
士
の
う
ち
土
方
歳
三
以
下
幹
部
四

名
を
含
む
三
二
名
か
ら
、
謝
礼
と
ろ
う
そ
く
が

渡
さ
れ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

 

今
ま
で
知
ら
れ
て
い
た
こ
の
記
載
の
み
か

ら
は
、
彼
ら
が
七
左
衛
門
本
陣
に
泊
ま
っ
た
か

が
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
こ

の
資
料
の
発
見
に
よ
り
、
実
際
に
宿
泊
し
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。 

（
詳
し
く
は
下
の
コ
ラ
ム
を
参
照
） 

 

守
袋 

（
表
面
写
真
②
） 

安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
、「
明
石
様
御
泊
」
の

節
、「
御
本
陣
下
之
風
呂
」
に
残
さ
れ
て
い
た
も

の
、
と
紙
札
に
は
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

紐
が
固
く
結
ば
れ
て
い
る
た
め
、
中
は
確
認

で
き
ま
せ
ん
が
、
寺
社
の
お
守
り
や
お
札
等
が

複
数
入
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
安
政
二
年

は
今
回
発
見
さ
れ
た
資
料
に
明
記
さ
れ
て
い

る
う
ち
で
最
も
古
い
年
代
で
す
。 

守
袋
は
他
に
も
八
点
あ
り
（
写
真
左
下
）
、

今
回
見
つ
か
っ
た
「
失
念
物
」
の
半
数
を
占
め

ま
す
。
袋
を
開
け
て
中
身
が
確
認
で
き
る
も
の

の
中
に
は
、「
金
毘
羅
御
守
」「
京
八
坂
」「
麻
布

一
本
松
」
な
ど
、
各
地
の
御
守
が
計
十
一
点
納

め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
旅
が
危
険
と

隣
り
合
わ
せ
だ
っ
た
、
江
戸
時
代
の
人
々
の
思

い
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

矢
立 

（
表
面
写
真
③
） 

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
の
大
福
帳
に
「
大
洲 

御
姫
」
と
見
え
、
こ
の
時
の
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。
紙
札
に
「
御
宿
草
津 

岩
て
や
清
八 

 

取
次 

御
本
陣 

田
中
七
左
衛
門
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
本
陣
に
忘
れ
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
け

で
な
く
、
本
陣
利
用
者
の
同
行
者
の
忘
れ
物
も

取
り
次
い
で
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。 

 

＊ 

＊ 

＊ 

今
回
見
つ
か
っ
た
も
の
は
い
ず
れ
も
、
当
時

の
人
々
に
と
っ
て
は
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
も
の

だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
一
五
〇
年
以

上
の
あ
い
だ
保
管
さ
れ
て
き
た
お
か
げ
で
、
多

く
の
こ
と
を
今
に
伝
え
る
「
文
化
財
」
に
な
っ

た
と
言
え
ま
す
。
本
陣
当
主
・
田
中
家
が
、
本

陣
職
を
勤
め
た
歴
史
を
明
治
以
降
も
大
切
に

し
、
資
料
と
建
物
を
今
日
ま
で
守
っ
て
こ
ら
れ

た
結
果
で
す
。
実
際
に
使
わ
れ
て
い
た
建
造
物

と
、
そ
の
歴
史
を
物
語
る
資
料
の
両
方
が
現
存

し
て
い
る
こ
と
は
、
史
跡
と
し
て
の
本
陣
の
価

値
を
よ
り
高
め
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

「
草
津
宿
本
陣
に
新
選
組
が
泊
ま
っ
た
な
ん
て
、
前
か
ら
分
か

っ
て
い
た
こ
と
な
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
」
―
―
こ
の
度
の
発
表
を
見

て
、
そ
う
思
っ
た
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

実
は
今
回
の
発
見
ま
で
、
「
田
中
七
左
衛
門
本
陣
に
新
選
組
が

宿
泊
し
た
」
こ
と
を
直
接
示
す
資
料
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
慶

応
元
年
（
一
八
六
五
）
の
大
福
帳
に
名
前
が
あ
る
こ
と
か
ら
「
土
方

ら
が
泊
ま
っ
た
」
と
思
わ
れ
が
ち
で
し
た
が
、
こ
の
記
述
か
ら
分

か
る
の
は
、
厳
密
に
は
「
土
方
歳
三
以
下
隊
士
三
二
名
が
、
七
左

衛
門
本
陣
に
謝
礼
を
支
払
っ
た
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
で
す
。 

こ
の
時
期
の
大
福
帳
は
、
単
に
休
泊
者
の
名
簿
と
い
う
わ
け
で

は
な
く
、「
到
来
（
利
用
者
か
ら
の
謝
礼
）
」「
通
行
（
そ
の
日
に
宿
場
を

通
過
す
る
重
要
な
一
行
）
」
な
ど
の
項
目
別
に
リ
ス
ト
に
さ
れ
て
お

り
、「
新
選
組
」
の
記
載
が
あ
る
の
は
差
宿
」
と
い
う
項
目
で
す
（
「
差

宿
」
と
は
「
宿
の
斡
旋
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
）
。 

こ
れ
だ
け
な
ら
ば
「
新
選
組
は
七
左
衛
門
本
陣
の
世
話
で
草
津

宿
に
宿
を
と
っ
た
、
も
し
く
は
休
憩
し
た
」
と
考
え
れ
ば
よ
い
の

で
す
が
、
新
選
組
に
つ
い
て
の
記
載
は
他
の
例
と
異
な
り
、
名
前 

草津宿本陣と新選組 ―明らかになったこと― 

の
下
に
「
御
泊
」「
御
休
」
等
の
利
用
形
態
が
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

つ
ま
り
、
新
選
組
が
草
津
宿
で
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
の
か
、

実
際
の
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。 

し
か
し
今
回
発
見
さ
れ
た
紙
札
で
、
「
新
選
組
が
七
左
衛
門
本

陣
に
宿
泊
し
た
」
こ
と
が
明
確
に
裏
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
年
代
は

記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
新
選
組
に
関
す
る
記
録
が
他
に
見
え
ず
、

日
付
も
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
大
福
帳
に
記
載
さ
れ
た
慶
応
元
年

五
月
の
利
用
時
の
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。 

な
お
、
紙
札
に
は
「
壱
番
間
」
と
あ
り
ま
す
が
、
現
在
の
と
こ

ろ
、
本
陣
の
ど
の
部
屋
を
指
す
の
か
は
特
定
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ

し
こ
の
時
に
本
陣
に
泊
ま
っ
た
の
は
三
二
人
で
あ
り
、
複
数
の
部

屋
を
使
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
う
ち
で
一
番
目
の
部
屋
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
前
年
の
池
田
屋
騒
動
で
の
活
躍
に
よ
り
地
位
を

上
げ
て
い
た
と
は
い
え
、
当
時
ま
だ
幕
府
直
参
で
は
な
か
っ
た
新

選
組
隊
士
が
、
最
上
級
の
部
屋
で
あ
る
上
段
の
間
に
通
さ
れ
た
の

か
は
不
明
で
す
が
、「
壱
番
間
」
は
少
な
く
と
も
幹
部
四
名
の
い
ず

れ
か
が
利
用
し
た
部
屋
で
あ
る
と
推
測
で
き
ま
す
。 
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一 
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四
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蝋
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弐
拾
丁
払 

 

此
足
賄
五
貫
三
百
文 ※

五
月
九
日
を
指
す
。 

令
和
元
年 

七
月 

草
津
市
立
草
津
宿
街
道
交
流
館 

発
行 

こ
の
情
報
紙
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
、 

草
津
宿
街
道
交
流
館
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。 
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ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。 
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※
こ
の
調
査
は
、
「
文
化
庁 

地
域
活

性
化
の
た
め
の
特
色
あ
る
文
化
財

(

美
術
工
芸
品
）
調
査
・
活
用
事
業

国
庫
補
助
金
」
の
交
付
を
受
け
て

実
施
し
て
い
ま
す
。 

慶応元年「大福帳」（部分） 


