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田
菊
次
郎
は
、
一
八
六
七
年
（
慶
応
三
年
）、安

城
村
戸
崎
に
生
ま
れ
、
一
八
八
九
年
（
明
治
二
二
年
）

に
安
城
村
役
場
の
書
記
を
振
り
出
し
に
同
村
助
役
・

村
長
と
な
り
、
一
九
〇
三
年
（
明
治
三
六
年
）
に
は

愛
知
県
会
議
員
に
な
っ
た
。
引
き
続
い
て
一
九
一
〇

年
（
明
治
四
三
年
）
に
は
安
城
町
長
・
同
町
農
会
長

郡
農
会
副
会
長
を
歴
任
す
る
な
ど
、
各
方
面
（
産
業

組
合
・
水
利
組
合
）
で
活
躍
し
た
こ
と
か
ら
「
安
城

生
み
の
親
」
と
た
た
え
ら
れ
て
い
る
。

一
八
九
九
年
（
明
治
三
二
年
）
、
碧
海
郡
会
議
員

に
な
っ
た
ば
か
り
の
菊
次
郎
は
、
愛
知
県
会
議
長
の

内
藤
魯
一
ろ
い
ち

ら
と
協
力
し
、
三
河
に
農
林
学
校
を
誘
致

す
る
運
動
を
始
め
た
。
翌
年
、
県
議
会
に
建
議
案
が

提
出
さ
れ
、
三
河
に
農
林
学
校
を
設
置
す
る
こ
と
が

決
ま
っ
た
。
場
所
に
つ
い
て
は
、
額
田
郡
は
羽
根
、

宝
飯
郡
は
蒲
郡
、
そ
し
て
碧
海
郡
は
、
菊
次
郎
が
碧

海
郡
長
の
高
坂
景
顕
か
げ
あ
き

の
協
力
を
取
り
付
け
た
こ
と
か

ら
、
安
城
を
候
補
地
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
誘
致
運
動
を

始
め
た
。
県
側
は
、
誘
致
の
条
件
と
し
て
、
敷
地
八

町
歩
分
の
提
供
、
教
員
住
宅
九
棟
の
新
築
、
通
学
道

路
の
建
設
の
三
条
件
を
示
し
て
、
地
元
で
こ
れ
を
引

き
受
け
て
も
ら
え
ば
、
そ
こ
に
決
め
た
い
と
い
う
意

向
で
あ
っ
た
。
安
城
村
で
は
村
長
を
は
じ
め
村
民
は

み
な
反
対
し
た
が
、
菊
次
郎
は
、
た
だ
一
人
「
な
ん

と
か
な
る
か
ら
こ
の
場
は
引
き
受
け
ま
し
ょ
う
」
と
、

独
断
で
承
諾
し
て
し
ま
っ
た
。
翌
日
、
村
長
は
辞
職

し
て
し
ま
い
、
村
民
ら
に
よ
っ
て
反
対
運
動
が
起
こ

さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
彼
は
、「
こ
れ
か
ら
は
教
育

が
大
事
な
ん
だ
。
た
と
え
今
苦
し
く
と
も
、
学
校
が

で
き
れ
ば
き
っ
と
安
城
は
大
き
く
発
展
す
る
。
こ
ん

な
い
い
機
会
は
ま
た
と
な
い
ん
だ
。
皆
が
子
や
孫
の

将
来
を
考
え
、
こ
の
安
城
を
愛
す
る
な
ら
、
こ
こ
の

と
こ
ろ
は
賛
成
し
て
く
れ
な
い
か
。
後
に
な
れ
ば
学

校
が
で
き
て
よ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
火
を
見
る

よ
り
明
ら
か
な
こ
と
だ
」
と
村
民
に
訴
え
、
何
と
か

反
対
運
動
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
実
は
、
農
林

学
校
の
敷
地
は
、
す
で
に
買
収
を
終
え
碧
海
郡
に
寄

付
し
て
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
、
県
側
と

の
交
渉
で
も
余
裕
を
持
っ
て
臨
め
た
の
で
あ
る
。

実
際
の
造
成
工
事
は
大
変
だ
っ
た
。
盛
り
土
を
す

る
土
砂
の
調
達
だ
け
で
も
苦
労
し
、
予
定
地
内
を
通

っ
て
い
た
悪
水
を
敷
地
外
へ
移
し
て
川
幅
を
広
げ
、

余
分
に
出
た
土
を
盛
り
土
に
利
用
し
た
。
村
内
は
も

ち
ろ
ん
、
周
辺
の
村
々
か
ら
も
無
償
で
労
力
の
奉
仕

を
受
け
た
。
教
員
住
宅
の
新
築
、
通
学
道
路
の
建
設

も
含
め
て
、
こ
の
事
業
が
成
功
し
た
の
は
菊
次
郎
の

政
治
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。

農
林
学
校
は
、
農
業
の
近
代
化
を
担
う
人
材
を
多

く
輩
出
し
、
日
本
デ
ン
マ
ー
ク
の
基
礎
を
築
く
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
れ
も
元
を
た
ど
れ
ば
菊
次
郎
の
農
林

学
校
誘
致
運
動
か
ら
学
校
施
設
の
完
成
に
至
る
ま
で

の
献
身
的
な
努
力
な
く
し
て
は
あ
り
得
な
い
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
初
代
校
長
の
山
崎
延の
ぶ

吉き
ち

が

一
番
よ
く
知
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
山
崎
は
、
後

年
、「
業
績
不
滅
生
命
永
遠
」
と
彼
に
最
大
級
の
賛
辞

を
贈
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
御
幸
本
町
に

あ
る
彼
の
銅
像
の
台
座
に
、
今
も
プ
レ
ー
ト
の
形
で

残
さ
れ
て
い
る
。
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▲岡田菊次郎像（御幸本町）

▲我農生（山崎延吉）書の
台座プレート（御幸本町）
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