
へ
の
仇
討
ち
を
誓
っ
た
者
た
ち
は
血
判
状
を
書

い
て
お
り
、
三
平
も
そ
こ
に
名
を
連
ね
て
い
た
。

「
同
志
と
と
も
に
主
君
の
無
念
を
晴
ら
し
た
い
」。

三
平
の
想
い
は
日
に
日
に
募
り
、
遂
に
は
江
戸
に

東
上
す
る
こ
と
を
父
・
重
利
に
願
い
出
る
。し
か

し
、
三
平
を
浅
野
家
へ
紹
介
し
て
く
れ
た
大
嶋
家

に
迷
惑
が
及
ぶ
こ
と
を
案
じ
た
重
利
は
、
そ
の
願

い
を
聞
き
入
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。主
君
へ
の

忠
義
心
と
親
を
裏
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

う
思
い
の
狭
間
で
苦
し
み
抜
い
た
三
平
は
、
主
君

の
月
命
日
に
あ
た
る
1
7
0
2
年
1
月
14
日
、
自

宅
長
屋
門
の
一
室
で
腹
を
切
り
、
27
年
の
生
涯
に

幕
を
閉
じ
た
。そ
の
後
、
浅
野
家
〝
御
家
再
興
〞

の
望
み
が
絶
た
れ
る
と
、
47
人
の
赤
穂
浪
士
が
吉

良
邸
へ
の
討
入
り
を
決
行
。三
平
の
死
か
ら
11
カ

月
後
に
本
懐
を
遂
げ
た
。主
君
の
死
か
ら
は
お
よ

そ
１
年
９
カ
月
越
し
の
こ
と
で
あ
っ
た
。大
石
内

蔵
助
は
「
三
平
が
生
き
て
い
た
な
ら
ば
、
当
然
こ

の
一
挙
に
加
わ
っ
て
い
る
忠
義
の
者
」
と
語
っ
て

い
た
そ
う
だ
。 

　

三
平
に
は
、
主
君
に
忠
実
な
武
士
と
し
て
の
一

面
の
他
に
、
優
れ
た
俳
句
を
残
し
た
俳
人
・
涓
泉

と
し
て
の
一
面
も
あ
っ
た
。同
じ
赤
穂
浪
士
で
俳

句
仲
間
の
大
高
源
吾
と
は『
勝
尾
寺
』、『
瀧
安
寺
』

で
句
を
交
わ
し
た
記
録
も
残
っ
て
い
る
。文
化
人

と
し
て
の
才
を
持
つ
も
、
儚
く
散
る
運
命
を
辿
っ

た
三
平
。そ
の
終
焉
の
日
が
、
も
う
ま
も
な
く

巡
っ
て
く
る
。主
君
を
思
い
、
親
を
思
う
が
故
の

最
期
に
詠
ん
だ
辞
世
の
句
を
は
じ
め
、
こ
の
地
に

伝
え
残
さ
れ
て
き
た
〝
生
き
た
証
〞
に
触
れ
て
、

思
い
を
馳
せ
た
い
。

が
路
頭
に
迷
う
こ
と
を
意
味
す
る
。こ
れ
に
は
、「
吉

良
が
生
き
て
い
る
の
に
す
ん
な
り
と
城
を
明
け
渡
す

こ
と
は
で
き
な
い
」
と
、
城
に
籠
っ
て
抵
抗
す
る〝
籠

城
〞や
、吉
良
へ
の
仇
討
ち
の
強
行
、城
の
前
で
の
切

腹
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
飛
び
交
っ
た
。一方
で
、

藩
と
し
て
は
浅
野
家
を
立
て
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う

意
見
も
。最
終
判
断
に
迫
ら
れ
た
大
石
内
蔵
助
は
、

内
匠
頭
の
弟
に
あ
た
る
浅
野
大
学
を
擁
立
し
て〝
御

家
再
興
〞を
目
指
す
と
し
た
。つ
ま
り
、
城
は
明
け
渡

す
が
、
浅
野
家
親
戚一同
で
吉
良
の
処
分
を
幕
府
に

訴
え
る
こ
と
で
、赤
穂
藩
の
再
出
発
を
果
た
そ
う
と

い
う
も
の
。藩
士
た
ち
は
や
む
な
く
各
地
へ
散
り
散

り
に
。三
平
は
故
郷
の
萱
野
へ
と
帰
る
こ
と
に
し
た
。 

　

仇
討
ち
に
対
し
て
血
気
盛
ん
で
あ
っ
た
三
平
が
故

郷
へ
帰
っ
た
の
に
は
1
つ
、
大
き
な
理
由
が
挙
げ
ら
れ

る
。母
・
小
ま
ん
の
供
養
で
あ
る
。刃
傷
事
件
の
日
、

早
駕
籠
に
乗
っ
て
赤
穂
へ
向
か
っ
て
い
た
道
中
、
西
国

街
道
沿
い
の
自
邸
前
を
通
り
か
か
っ
た
三
平
は
、偶
然

に
も
小
ま
ん
の
葬
式
に
出
く
わ
す
。同
行
し
て
い
た

早
水
藤
左
衛
門
に「一目
会
っ
て
行
け
」
と
勧
め
ら
れ

る
も
、涙
な
が
ら
に「
御
家
の一大
事
」と
、駕
籠
か
ら

降
り
る
こ
と
な
く
母
へ
の
思
い
を
振
り
切
っ
て
い
た
の

だ
。そ
ん
な
主
君
と
親
、
忠
義
と
孝
行
の
狭
間
で
揺

れ
動
く
出
来
事
は
再
び
、三
平
の
身
に
降
り
か
か
る
。 

の
だ
。儀
式
の
直
前
、『
江
戸
城
』松
之
大
廊
下
で
の

出
来
事
で
あ
っ
た
。将
軍
の
居
所
で
あ
る
殿
中
で

の
刃
傷
は
死
罪
と
決
ま
っ
て
い
た
が
、
よ
り
に
も

よ
っ
て
幕
府
に
と
っ
て
大
切
な
儀
式
の
日
。激
高

し
た
5
代
将
軍
・
綱
吉
は
内
匠
頭
に
即
日
切
腹
、

さ
ら
に
は
〝
御
家
御
取
潰
〞を
言
い
渡
す
。一
方
で

吉
良
は
お
咎
め
な
し
。こ
の
時
代
、
武
士
の
間
で
は

「
喧
嘩
両
成
敗
」が
定
法
で
あ
っ
た
が
、吉
良
が
刀
を

抜
い
て
い
な
か
っ
た
た
め
、内
匠
頭
の
一
方
的
な
暴

力
と
み
な
し
た
の
で
は
な
い
か
、と
い
う
の
が
一
説

で
あ
る
。し
か
し
、
幕
府
が
下
し
た
こ
の
判
断
に
は

三
平
含
め
、江
戸
で
の
2
人
の
様
子
を
知
る
家
臣
た

ち
が「
あ
れ
は
喧
嘩
だ
」、「
賄
賂
を
拒
ん
だ
殿
に
対

し
て
、吉
良
は
嫌
が
ら
せ
を
…
」と
、憤
慨
し
た
。

　

藩
主
・
内
匠
頭
の
切
腹
に
加
え
て
、
幕
府
か
ら

言
い
渡
さ
れ
た〝
御
家
御
取
潰
〞と
は
、城
を
明
け
渡

す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
約
3
0
0
人
の
赤
穂
藩
士

散
り
散
り
に
な
る
赤
穂
藩
。

仇
討
ち
を
誓
う
三
平
も
、一
度
故
郷
へ

  

〝
御
家
再
興
〞
に
望
み
を
か
け
て
一
時
解
散
し

た
赤
穂
藩
だ
が
、
大
石
内
蔵
助
を
中
心
に
、
吉
良

主
君
へ
の
忠
義
か
親
へ
の
孝
行
か…

苦
悩
の
末
、選
ん
だ
の
は
自
刃
の
道

赤
穂
事
件
が
運
命
を
分
け
た

萱
野
三
平
の
生
涯

赤
穂
藩
・
時
代
の
動
き

萱
野
三
平
の
動
き

1687年
（貞享4年）

播
州
赤
穂
藩
主
・
浅
野

内
匠
頭
に
中
小
姓
と
し

て
仕
官（
13
歳
）

4
月
下
旬

萱
野
郷
自
邸
に
帰
る

9
月
中
旬

大
高
源
吾
が
三
平
を
訪
問

1680年
（延宝8年）

徳
川
綱
吉
が
5
代
将
軍
と
な
る

1701年
（元禄14年）

2
月
4
日

内
匠
頭
、
老
中
か
ら
勅
使

饗
応
役
に
任
命
さ
れ
る

3
月
14
日（
赤
穂
事
件
の
発
端
）

松
之
大
廊
下
に
お
い
て

浅
野
内
匠
頭
、吉
良
上
野

介
に
刃
傷

3
月
14
日 

夕
刻

内
匠
頭
の
罪
科
が
決
ま

り
、切
腹（
亨
年
35
歳
）

3
月
19
日 

未
明

第
一
報
が
赤
穂
に
到
着
。

夜
に
は
、内
匠
頭
の
切
腹

と
御
家
御
取
潰
を
知
ら

せ
る
第
二
報
が
到
着

4
月
19
日

『
赤
穂
城
』明
け
渡
し

12
月
14
日 

夜
半

同
志
三
カ
所
に
集
ま
り
武

装
。明
け
方
、
吉
良
邸
に
討

入
り
、上
野
介
の
首
を
と
る

1703年
（元禄16年）

2
月
4
日（
赤
穂
事
件
の
終
幕
）

大
石
内
蔵
助
ら
一
同
切
腹

1675年
（延宝3年）

摂
津
国
萱
野
郷（
現
・
箕

面
市
萱
野
）に
誕
生

浅
野
長
矩（
9
歳
）が
父
・

長
直
か
ら
跡
目
相
続
。播

州
赤
穂
藩
第
3
代
藩
主
・ 

内
匠
頭
と
な
る

な
が
の
り

取材協力

萱野三平記念館（涓泉亭）

☎072-724-7201

　三平が自刃したと伝え
られる「旧邸長屋門」と管
理棟「涓泉亭」からなる記
念館。長屋門は 1973 年
に「大阪府指定史跡」と
なった。「涓泉亭」には、三
平に関する資料が並び、
句会や茶会で利用できる
和室も完備。（※和室の利用
は左記まで事前申請を）

住所／箕面市萱野 3-10-4
時間／10:00～17:00
　　 　※最終入場 16:30 まで
休み／月曜　※12/28～1/4は休
駐車場／ 3台　※中型以上は駐車不可
入場料無料

★★

みのお
キューズモール

R171

大起水産
ベンツ

スバル

萱野4丁目

萱野南

萱野

新
御
堂
筋

萱野2丁目

箕面市立郷土資料館 ☎072-723-2235
住所／箕面市箕面6-3-1

忠
孝
の
狭
間
で
貫
い
た
、

武
士
の一
分

あ
さ
の
た
く
の
か
み

に
ん
じ
ょ
う

　

江
戸
を
発
ち
、
宿
場
ご
と
に
人
足
を
入
れ
替
え
、

休
む
こ
と
な
く
走
る
早
駕
籠
。中
に
は
2
人
の
赤
穂

藩
士
が
乗
っ
て
お
り
、
国
元
・
赤
穂
へ
と
急
ぐ
。距

離
に
し
て
約
6
2
0
㎞
、通
常
10
日
以
上
か
か
る
道

の
り
を
、
わ
ず
か
4
日
半
で
駆
け
抜
け
た
。ま
だ
夜

が
明
け
き
ら
ぬ
午
前
4
時
、赤
穂
に
辿
り
着
い
た
2

人
は
疲
労
困
憊
の
最
中
、藩
の
筆
頭
家
老
・
大
石
内

蔵
助
に〝
御
家
の
一
大
事
〞を
伝
え
た
。こ
の
報
せ

を
届
け
た
藩
士
の
一
人
こ
そ
、萱
野
三
平
で
あ
る
。

　

赤
穂
藩
の
一
大
事
と
は「
赤
穂
事
件
」の
発
端
で

あ
る
、
藩
主
・
浅
野
内
匠
頭
が
及
ん
だ
刃
傷
。江
戸

で
勅
使
饗
応
役
、つ
ま
り
朝
廷
の
使
者
を
接
待
す
る

役
目
に
あ
た
っ
て
い
た
内
匠
頭
が
、そ
の
儀
式
全
般

を
司
る
高
家
筆
頭
・
吉
良
上
野
介
を
斬
り
つ
け
た

満
身
創
痍
で
報
せ
た
藩
の
一
大
事

三
平
の
運
命
も
、こ
こ
か
ら
動
き
出
す

は
や
か
ご

あ
こ
う

に
ん
そ
く

こ
ん
ぱ
い

お
お
い
し

く
ら
の
す
け

と
う
ざ
え
も
ん

は
や
み

し
げ
と
し

ろ
う

じ
ょ
う

あ
だ
う

あ
さ
の
だ
い
が
く

お

こ

け
ん
せ
ん

し
ゅ
う
え
ん

げ
ん
ご

お
お
た
か

き
ょ
う
お
う
や
く

ち
ょ
く
し

8
月
14
日

京
都
紫
野
『
瑞
光
院
』
に

て
、亡
内
匠
頭
の
追
善
供

養
を
行
う

8
月
14
日

追
善
供
養
に
参
列

時は元禄。幕藩体制が整い、絢爛たる文化が芽生えた華やかな

時代に、若干27歳で悲運の生涯を閉じた一人の武士がいる。名を

萱野重実、通称三平。摂津国萱野郷（現・箕面市萱野）に生まれ、

同地で果てた赤穂浪士だ。

けんらん

しげざね せっつのくに

1930 年（昭和５年）から、三平の働きを伝え
残すために行われていた「三平祭」の様子。藩
の一大事を、早駕籠に乗って届けた三平にち
なみ、青年会が早駕籠競争をしていた（箕面
市行政史料）

萱野三平を取り巻く人物相関図

萱
野
三
平

重利父・
しげとし

くら

はしのしょう

大嶋出羽守
美濃（現・岐阜県）の
旗本。徳川将軍家
の直属にあたる

大嶋家の所領である椋
橋庄（現・豊中市大島町）
の代官として仕えた

仕える

三平を
浅野家へ推薦

江戸から
駆けつけ、
刃傷事件を
報せる

仕える 俳句仲間

仕える

江
戸
勤
番
の
家
臣

刃傷
（斬りつける）

吉良上野介
高家旗本。朝廷の使
者を江戸城で接待す
る儀式のリーダー

こうずけのすけ

浅野内匠頭
３代目赤穂藩主

たくみのかみ げんご

大石内蔵助
筆頭家老

大高源吾

赤穂藩

　播磨国赤穂郡（現・兵庫
県南西部）を領有した藩。
良質な塩の産地で、内匠頭
の先々代から塩田の開発
に精を出していたため、財
政は比較的潤っていた。

くらのすけ

でわのかみ

あこうあこう

た
ど

い
え
さ
い
こ
う

ま
ん
し
ん
そ
う
い

あ
だ
う

し
ら

か や の さ ん ぺ い

『萱野三平記念館（涓泉亭）』にある三平像

Q 三平はなぜ赤穂藩に？
　父・重利の主人である大嶋出羽守が、播州赤穂の浅野家に、
三平のことを召しかかえるよう勧めたため。赤穂藩が江戸に構
えていた屋敷で、中小姓として仕えることとなった（江戸勤番）。

なかごしょう

Q 赤穂藩の中で、誰と仲が良かった？
　江戸を中心に、全国的に俳諧がブームになっていた時代。特
に、江戸俳壇の中心的人物であった水間沾徳に弟子入りして
いた三平は、同じく門下生であった大高源吾、神崎與五郎と親
しくしていたようである。

みずま せんとく

かんざき よごろう

き
ら

つ
か
さ
ど

と
が

り
ょ
う
せ
い
ば
い

お
と
り
つ
ぶ
し

お
い
え

け
ん
か

こ
う
ず
け
の
す
け

三
平（
俳
号
：
涓
泉
）の

　
　
　
　
　
辞
世
の
句
を
解
説

け
ん
せ
ん

　「無念の死を遂げた主君・内匠
頭への日頃からの思いを果たせず
痛恨の極み。殿の後を追う我が身
だが、きっといつか晴れやかな桜
の花が咲くことだろう」。三平の厚
い忠義心が感じられる句である。

▶『
萱
野
三
平
記
念
館
』
に
あ

る
辞
世
の
句
碑

解）箕面市民俳句会 顧問 熊野禮助さん
れいすけ

晴
れ
ゆ
く
や

　
　

 

日
ご
ろ
心
の

　
　
　
　
　
　

 
花
曇
り

さ
な
かQ どのような身分だった？

　中小姓とは、侍と足軽の中間に位置する下級武士。殿様が乗っ
ている馬の手入れなど、日常的な雑務を担当していたとされる。

あしがる

1702年
（元禄15年）

1
月
14
日 

未
明

自
宅
居
間
に
て
自
刃
す

る（
亨
年
27
歳
）

1
月
14
日

同
志
、会
議
中
に
三
平
自

刃
の
報
せ
を
受
け
る

3
月
14
日 

午
後

刃
傷
事
件
を
国
元
・
赤

穂
に
報
せ
る
べ
く
、早
水

藤
左
衛
門
と
共
に
早
駕

籠
で
出
発

※
日
付
は
全
て
旧
暦
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