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会津戦争に参戦した安永勝次郎（市場草場）より伝わる旗。赤池町史には「安永勝次郎が
白
びゃっこたい

虎隊の若者田中辰治を捕虜として連れ帰り育てたが、まもなく没した」とある。白
びゃっこたい

虎隊は会津藩が組織した15歳
から17歳の部隊で、田中伝治の名が確認されたという。右は旗の所有者で安永氏の孫・下藤スギヱさん（市場出
身・直方市在住）「祖父はわたしが幼いときに亡くなりましたが、よくヒザの上で昔話をしてくれたのを覚えています」。

戊辰戦争小笠原藩走る。その先に…
昨日の友を敵として
香春から会津へ出兵

旧
幕
府
か
新
政
府
か
藩
庁
移
し
た
小
笠
原
藩
の
葛か

っ

藤と
う

香
春
藩
開
庁

藩
主
葬
儀
を
上
野
の
興
国
寺
で
挙
行

金
田
の
地
、
清
石
山
に
御
廟
建
つ
。

小笠原貞正と媛子

【興
こう こ く じ

国寺】足利尊氏が豊前国安国寺に指定した古
こ さ つ

刹。ここで忠幹の葬儀が行われた。
左の桜は尊氏が戦運を占った墨

すみぞめざくら

染桜。小笠原家も厚遇し、瓦に三
さんがいびし

階菱の家紋がある。

【
小お

が
さ
わ
ら
た
だ
の
ぶ

笠
原
忠
忱
】
幼
名
は
豊と

よ
ち
よ
ま
る

千
代
丸
、
６
歳
で
父
の
家
督

を
継
ぐ
。
藩
主
・
知
事
を
経
て
明
治
17
年
に
伯は

く
し
ゃ
く爵
と
な
る

が
、
明
治
30
年
に
36
歳
で
死
去
し
た
。（
画
像
／
錦
陵
同

窓
会
所
有
／
北
九
州
市
立
自
然
史
・
歴
史
博
物
館
提
供
）

【
香か

わ
ら
は
ん
ち
ょ
う
も
ん

春
藩
庁
門
】
小
倉
藩
主
が
領
内
を
巡
視
す
る
際
の

休
息
場
所
「
御お

ち

ゃ

や

茶
屋
」
が
、
香
春
藩
の
政
庁
と
な
っ
た
。

写
真
は
、香
春
小
学
校
内
に
あ
る
御お

な
り
も
ん

成
門
（
旧
藩
庁
門
）。

【正
しょうふくじ

福寺】赤村にある香春藩校の支校となっていた寺。
新藩主・忠

ただのぶ

忱帰着の際、その屋
やか た

形（藩主邸宅）となった。

興
国
寺（
上
野
）の
本
堂
裏
に
あ
る
小
笠
原
貞
正
の
正
室
・
媛
子
の
墓
。

V O I C E

長州戦争後に開庁
した香春藩の藩印
（錦
きんりょう

陵同窓会所有）

特集 　幕末動乱

小お
が
さ
わ
ら

笠
原
藩
は
、
慶
応
３
年
（
１
８
６
７
）

３
月
に
藩
庁
を
香か

わ
ら春
へ
移
し
「
香か

わ
ら
は
ん

春
藩
」

と
し
て
存
続
し
ま
す
。長
州
軍
と
の
敗
戦
で
、

田
川
郡
内
の
各
地
で
は
、
兵
役
や
援
助
が

要
請
さ
れ
、
こ
こ
に
多
く
の
藩
士
が
移
り

住
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

香
春
藩
は
よ
う
や
く
、
６
月
２
日
に
藩

主
・
小
笠
原
忠た

だ
よ
し幹

の
死
を
公
表
。
７
月
８
日

に
興こ

う
こ
く
じ

国
寺
（
福
智
町
上あ

が
の野

）
で
盛
大
な
葬

儀
を
と
り
行
い
ま
し
た
。
興こ

う
こ
く
じ

国
寺
か
ら
金
田

の
碧へ

き

厳が
ん

寺じ

ま
で
つ
ら
な
る
位い

は
い牌

の
列
は
、
家

臣
や
僧
侶
な
ど
２
百
人
近
く
が
そ
れ
ぞ
れ

の
配
置
に
つ
き
、
整
然
と
し
た
行
列
で
あ
っ

た
と
い
い
ま
す
。
碧へ

き

厳が
ん

寺じ

に
は
、
小
笠
原
家

の
菩ぼ

だ

い

じ

提
寺
で
あ
る
広こ

う
じ
ゅ
さ
ん

寿
山
福ふ

く
じ
ゅ
じ

聚
寺
か
ら
、

住
職
お
よ
び
32
人
の
僧
が
、
歴
代
藩
主
の

霊
位
や
宝
物
を
持
っ
て
留
ま
り
ま
し
た
。

碧へ
き

厳が
ん

寺じ

西
側
の
小
高
い
平
地
で
は
、
１
年

９
か
月
前
に
死
亡
し
た
藩
主
遺
体
を
新
し

い
棺ひ

つ
ぎ

に
移
し
替
え
る
作
業
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
周
囲
に
小
笠
原
家
の
家か

も
ん紋

（
三さ

ん
が
い
び
し

階
菱
）

入
り
の
幕
が
張
り
巡
ら
さ
れ
、
読ど

き
ょ
う経
が
流

れ
る
中
、
白し

ろ
し
ょ
う
ぞ
く

装
束
に
身
を
包
ん
だ
家
臣
と

数
人
の
僧
侶
が
、
ず
い
ぶ
ん
長
い
時
間
を
か

け
て
行
っ
た
と
い
い
ま
す
。

当
時
、
幕
の
中
を
こ
っ
そ
り
見
た
お
ば
あ

さ
ん
が
「
大
き
な
甕か

め

の
中
か
ら
赤
い
色
を
し

た
お
茶
の
よ
う
な
水
が
ず
い
ぶ
ん
出
た
」
と

話
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
ま
た
、
こ
の
腐ふ

は
い敗

防
止
の
薬
液
に
よ
っ
て
一
帯
が
水
浸
し
に
な

っ
た
と
も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
９

代
藩
主
・
忠た

だ
よ
し幹

の
墓
が
金
田
の
地
に
造
営

さ
れ
、
金か

な

田だ

廟び
ょ
うと
し
、
以
来
、
地
元
で
は
こ

こ
を
「
御ご

び
ょ
う廟

」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

９
代
藩
主
・
忠た

だ
よ
し幹
の
葬
儀
の
後
、
世
継

ぎ
の
豊と

よ
ち
よ
ま
る

千
代
丸
（
６
歳
）
は
、
名
を
小
笠

原
忠た

だ
の
ぶ忱

と
改
め
、
10
代
藩
主
と
し
て
熊
本

で
家
督
を
相
続
し
ま
す
。
小
倉
新し

ん
で
ん
は
ん

田
藩
（
の

ち
の
千ち

づ
か束

藩
）
藩
主
・
小
笠
原
貞さ

だ
ま
さ正

が
後

見
人
と
な
り
、
藩
政
を
監
督
。
藩
は
疲ひ

へ
い弊

の
な
か
に
復
興
へ
と
努
め
て
い
き
ま
し
た
。

一
方
、
徳
川
幕
府
は
、
諸
藩
を
動
員
し
て

お
き
な
が
ら
一
つ
の
藩
に
過
ぎ
な
い
長
州
藩

を
倒
せ
な
か
っ
た
こ
と
で
、
そ
の
軍
事
的
権

威
が
大
き
く
失し

っ
つ
い墜

。
慶
応
３
年
10
月
14
日
、

徳
川
慶よ

し
の
ぶ喜

が
国
の
統
治
権
を
朝
廷
に
返
上

す
る
「
大た

い
せ
い
ほ
う
か
ん

政
奉
還
」
を
行
い
ま
し
た
。

　

翌
年
の
慶
応
４
年
（
１
８
６
８
）
１
月

「
鳥と

ば

ふ

し

み

羽
伏
見
の
戦
い
」
で
「
戊ぼ

し
ん辰

戦
争
」

戦せ
ん
た
ん端
が
開
か
れ
、
朝
廷
か
ら
諸
藩
に
兵
力

の
差
し
出
し
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

新
政
府
に
恭

き
ょ
う
じ
ゅ
ん
順
の
意
を
示
し
た
小
笠
原

藩
は
、
苦
悩
の
末
に
参
戦
を
決
め
、
２

に
島
村
志し

津づ

摩ま

を
指
揮
官
と
し
て
出
兵

ま
す
。
兵
お
よ
そ
６
百
人
、
軍
夫
を
加

千
人
を
超
え
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

か
つ
て
、
小
倉
藩
は
、
徳
川
家い

え
や
す康

の
孫

あ
た
る
小
笠
原
忠た

だ
ざ
ね真
が
、
播は

り
ま磨
明あ

か
し石
か

初
代
藩
主
と
し
て
入
国
。
３
代
将
軍･

徳

川
家い

え
み
つ光

か
ら
九
州
諸
大
名
監
視
と
い
う
特

命
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
そ
の
幕
府
譜ふ

だ
い代

藩
が
、
つ
い
数
年
前
ま
で
味
方
だ
っ
た
会あ

い
津

な
ど
の
諸
藩
、
そ
し
て
徳
川
家
と
戦
わ
ざ

を
え
な
く
な
っ
た
の
で
す
。
藩
士
た
ち
は

ん
な
思
い
で
引
き
金
を
引
い
た
の
か
…

幕

末
維
新
と
い
う
時
代
の
激
流
が
、
小
笠

藩
を
皮
肉
な
運
命
へ
と
巻
き
込
み
ま
し
た

や
が
て
、
10
代
藩
主
・
忠た

だ
の
ぶ忱

が
、
慶
応
４

年
３
月
12
日
に
熊
本
か
ら
正し

ょ
う
ふ
く
じ

福
寺
（
赤
村
）

に
帰き

着ち
ゃ
く。

そ
の
後
も
続
く
小
笠
原
藩
の
激

動
を
知
る
よ
し
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　小倉・小笠原藩の９代藩主・忠
ただよし

幹
が 39歳で死去した後、まだ４歳と
いう幼い世継ぎ・豊

と よ ち よ ま る

千代丸（10代
藩主・小笠原忠

ただのぶ

忱）を補佐し、藩
を監督したのが、小笠原貞

さだまさ

正です。
貞
さだまさ

正は、小倉藩の支藩である
新
しんでんはん

田藩（のちに千
ち

束
づか

藩
はん

と改称）１万
石の藩主で、その領地は小倉領内
にありました。貞

さだまさ

正は長州戦争後、
厳しい状況へと追い込まれていく本
家・小倉小笠原家の再興に、藩主
後
こうけんにん

見人として尽力していきます。
　そのころ、貞

さだまさ

正の正室・媛子は
病を患

わずら

い、興
こうこくじ

国寺で病気静養につ
とめましたが、明治２年２月14日
に亡くなりました。波乱に満ちた
時代に息をひきとった小笠原媛子
の墓は、小笠原家ゆかりの興

こうこくじ

国寺
境内に、ひっそりと立っています。

１
年
９
か
月
前
に
没
し
た

藩
主
・
忠
幹
の
葬
列

藩
の
存
亡
を
か
け
て

政
府
に
従
い
会
津
へ
出
兵


