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江
戸
時
代
の
谷
家
墓
所
の
顕
彰
と

小
川
村
に
お
け
る
庄
屋
職
の
役
割

小川村・谷家墓所の顕彰碑

30

▲谷家墓所（小川1丁目・小川
墓地）　左から3代正長、4代長
綱、6代及順・「谷氏一族墓」、
12代寛良が建てた11代哲居墓。

　
小
川
一
丁
目
の
小
川
墓
地
に
、
江
戸
時

代
の
丹た
ん

北ぼ
く

郡
小
川
村
の
庄
屋
を
つ
と
め
た

谷
家
代
々
の
墓
石
が
あ
り
ま
す
。

　
谷
氏
は
京
都
で
室む
ろ

町ま
ち

幕
府
の
管か
ん

領れ
い

家
（
将

軍
を
補
佐
し
、
幕
府
の
政
務
を
総
轄
す
る
家

柄
）
で
、
河
内
国
の
守し
ゅ

護ご

で
あ
っ
た
畠
は
た
け
や
ま山
氏

の
流
れ
を
く
む
と
さ
れ
ま
す
。
源げ
ん

氏じ

の
出
を

う
た
い
、
戦
国
の
世
を
戦
っ
た
畠
山
清き
よ

光み
つ
が

小
川
村
に
移
り
、谷
姓
を
名
の
っ
た
と
伝
わ
っ

て
い
ま
す
。
清
光
は
江
戸
時
代
初
期
の
慶
け
い
ち
ょ
う長

十
五
年
（
一
六
一
〇
）
五
月
十
日
に
没
し
、

祐ゆ
う

西せ
い
と
お
く
り
名
さ
れ
ま
し
た
。

　
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
七
月
、
谷
氏

十
二
代
の
谷
寛か
ん

良り
ょ
うが
ま
と
め
た
『
谷
家
系
譜
』

に
よ
る
と
、「
先
祖
源
家
畠
山
清
光
入
道
」
と

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
寛
良
は
、
明
治
四
十
年

（
一
九
〇
七
）、
前
年
に
亡
く
な
っ
た
父
・
與よ

五ご

郎ろ
う

哲て
つ

居き
ょ（
釋
し
ゃ
く

勝し
ょ
う

寿じ
ゅ
）の
墓
石
を
建
て
た
際
、

「
祖
先
畠
山
源
清
光
入
道
祐
西
公
」
の
名
を
側

面
に
刻
み
、
供
養
を
忘
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　「
歴
史
ウ
ォ
ー
ク
」
で
は
、
平
成
二
十
五

年
（
二
〇
一
三
）
11
月
号
の
　
197
「
小
川
村

に
お
け
る
谷
氏
代
々
」
で
紹
介
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
広
報
紙
や
市
役
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
読
ま
れ
た
方
々
が
、
同
墓
所
を
訪
ね
ら
れ

た
り
、
市
役
所
に
も
問
合
せ
が
あ
り
ま
し
た
。

　
一
方
、
現
当
主
（
十
四
代
）
の
谷
和
雄
さ

ん
か
ら
、
記
事
を
契
機
に
「
も
う
何
十
年
も

の
間
、
連
絡
先
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た

遠
縁
の
方
や
郷
土
史
に
関
心
を
お
持
ち
の

方
々
な
ど
が
数
多
く
小
川
墓
地
ま
で
足
を

運
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
あ

ま
り
の
反
響
の
大
き
さ
に
、
詳
細
に
つ
い
て

解
説
し
た
石
碑
や
御
貴
名
受
け
を
設
置
す

る
の
が
当
代
の
義
務
で
は
な
い
か
と
考
え

る
よ
う
に
な
り
ま
し
て
。
さ
ら
に
次
世
代
が

継
承
し
て
く
れ
る
こ
と
を
望
み
ま
す
。」
と

い
う
私
信
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
こ
と
を
受
け
、
昨
年
、
谷
さ
ん

は
自
墓
所
内
に
谷
家
歴
代
の
事
跡
を
記
し
た

顕
彰
碑
を
建
て
る
こ
と
を
決
断
さ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
小
川
墓
地
管
理
委
員
会
の
ご
理
解・

ご
許
可
を
得
て
、
碑
文
作
成
を
小
生
に
依
頼

さ
れ
た
の
で
す
。
私
は
、
表
に
出
る
こ
と
に

躊
躇
が
あ
り
ま
し
た
が
、
広
報
紙
を
執
筆
し

た
責
務
も
あ
り
ま
し
た
。
後
、
同
文
を
ま
と

め
た
拙
稿
を
も
と
に
「
祖
先
は
安
ら
か
に
！

継
続
は
力
な
り
」
碑
が
本
年
四
月
に
建
立
さ

れ
た
の
で
す
。
今
秋
に
は
、墓
地
入
口
に
「
小

川
村
庄
屋
・
谷
氏
四
百
年
の
軌
跡
を
辿
る
顕

彰
碑
」
の
案
内
図
も
取
り
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

翻
ひ
る
が
え

っ
て
、
谷
家
の
歴
史
は
、
そ
の
系
譜
を

後
世
に
残
す
の
み
な
ら
ず
、
庄
屋
と
し
て
村

政
に
関
わ
っ
た
こ
と
で
、
江
戸
時
代
の
小
川

村
の
実
相
を
知
る
上
で
も
大
切
な
の
で
す
。

　
例
え
ば
、
江
戸
時
代
前
半
の
元げ
ん

禄ろ
く

六
年

（
一
六
九
三
）、
三
代
輿よ

次じ

兵へ

衛え

正ま
さ

長な
が

は
、
浄

土
真
宗
本
願
寺
派
の
正
し
ょ
う

定じ
ょ
う

寺じ

を
屋
敷
の
近

く
に
建
て
ま
し
た
。
す
で
に
貞
じ
ょ
う

享き
ょ
う

三
年

（
一
六
八
六
）、
同
所
に
建
立
さ
れ
て
い
た
不ふ

退た
い

寺じ

（
真
宗
大
谷
派
）
と
共
に
、
小
川
村
に
念ね
ん

仏ぶ
つ

を
唱
え
る
信
仰
を
広
め
た
の
で
す
。
今
は
正
定

不
退
寺
と
し
て
、
一
つ
の
お
堂
に
そ
れ
ぞ
れ
本

尊
と
し
た
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

立り
ゅ
う

像ぞ
う
を
祀
っ
て
い
ま

す
。
正
長
は
、
宝ほ
う

永え
い

五
年
（
一
七
〇
八
）
四
月

十
五
日
に
亡
く
な
り
、
祐ゆ
う

願が
ん
の
法
名
が
与
え
ら

れ
ま
し
た
。
墓
石
が
現
存
し
て
い
ま
す
。

寛か
ん

政せ
い

五
年
（
一
七
九
三
）
に
は
、
七
代
輿
次

兵
衛
及き
ゅ
う

哲て
つ
が
、
小
川
の
氏
神
社
の
深ふ
か

居い

神
社

に
今
も
残
る
絵
馬
を
奉
納
し
、
村
人
の
安
寧
を

祈
り
ま
し
た
。及
哲
は
、寛
政
七
年（
一
七
九
五
）、

父
・
輿よ

平へ
い

次じ

及き
ゅ
う

順じ
ゅ
ん

墓
な
ら
び
に
「
谷
氏
一
族

墓
」
を
建
て
、
同
墓
も
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
次
の
八
代
輿
次
兵
衛
哲て
つ

榮え
い

は
、
弘こ
う

化か

二

年
（
一
八
四
五
）、
小
川
村
の
領
主
で
あ
る

館た
て

林ば
や
し

藩
主
（
群
馬
県
）
の
秋あ
き

元も
と

志ゆ
き

朝と
も

に
藩

財
政
の
た
め
の
支
援
金
を
提
供
し
ま
し
た
。

志
朝
は
、
河
内
国
を
監
督
し
て
い
た
八や

上か
み

郡

長な
が

曾そ

根ね

村
（
現
堺
市
北
区
）
の
黒く
ろ

土つ
ち

陣
屋

の
高た
か

取と
り

又ま

右た

衛え

門も
ん
ら
に
命
じ
て
、
安あ
ん

政せ
い

三
年

（
一
八
五
六
）
正
月
九
日
、
返
礼
品
と
し
て

幕
府
の
御
用
絵
師
・
狩か
の
う野
常つ
ね

信の
ぶ
が
描
い
た
春

夏
秋
冬
の
「
四
季
山
水
」
画
一
幅
と
礼
状
を

送
り
ま
し
た
。
今
も
、
谷
家
に
は
、
当
該
画

と
書
状
が
一
緒
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
同
時
に
、
江
戸
時
代
を
通
じ
、
歴
代
の
谷

家
当
主
は
水
利
権
に
も
意
を
尽
く
し
ま
し

た
。
小
川
村
と
一
津
屋
村
を
分
け
る
東
ひ
が
し

除よ
け

川が
わ

の
現
一
津
屋
橋
の
た
も
と
に
「
小
川
の
戸と

関ぜ
き

」
と
よ
ぶ
堰せ
き

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
こ
で
東
除
川
の
水
量
が
調
節
さ
れ
て
、

北
側
の
三み

ツつ

池い
け

に
貯
え
ら
れ
、
小
川
な
ど

の
農
地
を
潤
し
た
の
で
し
た
。

　
文
化
財
で
も
あ
る
江
戸
時
代
の
墓
石
を
顕

彰
す
る
石
碑
建
立
は
、
後
々
ま
で
歴
史
の
証

人
と
し
て
の
役
割
を
担
う
も
の
な
の
で
す
。

▲墓所内の顕彰碑　谷家14
代の谷和雄氏によって、「祖
先は安らかに！継続は力な
り」の石碑が建立された。

▲「谷家系譜」と巻物が収められた函裏書（昭和11年,谷寛良の写し）　
右から左へ先祖源家畠山清光入道、2代興三兵衛光長、3代興次兵衛正
長へと巻物が続く（谷和雄氏蔵）。
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