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先祖から受け継ぐ心と街

徳
川
家
の
１
９
代
当
主
の
徳
川

家
広
さ
ん
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
あ
り
、

興
味
深
か
っ
た
の
で
、
ご
紹
介
し
ま

す
。
ヤ
フ
ー
ニ
ュ
ー
ス

「
も
う
戦
争

は
こ
り
ご
り
」
家
康
の
生
き
た
戦
国

か
ら
子
孫
が
受
け
継
い
だ
宝
と
は

よ
り

江
戸
時
代
は
、
将
軍
家
、、
維
新
後
は

侯
爵
家
、
現
在
は
、
宗
家
な
の
だ
そ
う

で
す
。
歴
史
的
・
美
術
的
価
値
の
あ

る
史
料
や
文
化
財
を
後
世
へ
継
承

し
、
学
術
研
究
や
社
会
教
育
の
発
展

に
寄
与
す
る
た
め
に
、
先
代
が
設
立

し
た
徳
川
記
念
財
団
で
す
。
版
籍
奉

還
の
時
に
、
江
戸
城
か
ら
持
っ
て
き

た
家
宝
の
半
分
ほ
ど
を
寄
贈
し
た

も
の
は
、
久
能
山
東
照
宮
博
物
館
に

あ
る
そ
う
で
す
。
残
り
半
分
の
家
宝

は
、
政
変
、
放
火
、
空
襲
な
ど
で
ど
ん

ど
ん
減
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
2
万

数
千
点
の
文
化
財
を
守
っ
て
い
ま

す
。
2
0
2
3
年
に
父
・
恒
孝
さ
ん

か
ら
“
家
督
”
を
継
い
だ
こ
と
に

伴
う
「
継
宗
（
け
い
そ
う
）
の
儀
」
が
徳

川
家
の
霊
廟
が
あ
る
増
上
寺
で
執

り
行
わ
れ
ま
し
た
。
現
当
主
は
、
ご
先

祖
様
へ
の
報
告
も
必
要
な
こ
と
で

す
。
こ
れ
は
、
う
ち
が
特
別
な
家
だ
か

ら
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
誰
も
が

ご
先
祖
様
が
累
々
と
重
な
っ
て
き
て
今

日
に
至
っ
て
い
る
わ
け
で
す
し
、
日
本
人

の
宗
教
感
性
か
ら
し
て
も
普
通
の
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
初
代
家
康
公
か

ら
続
く
徳
川
宗
家
の
一
貫
し
た
理
念

は
？
と
質
問
に
、
驚
く
ほ
ど
一
貫
し
て

「
も
う
戦
争
は
も
う
こ
り
ご
り
だ
」
と
い

う
家
康
公
の
思
い
は
ず
っ
と
受
け
継
い

で
き
て
い
ま
す
。
最
後
の
将
軍
で
あ
る
慶

喜
公
も
、
内
戦
を
避
け
る
た
め
に
職
を
辞

し
ま
し
た
。
王
政
復
古
の
ク
ー
デ
タ
ー
で

抵
抗
し
な
か
っ
た
の
は
、
こ
れ
が
元
で
大

戦
争
に
な
り
、
一
歩
間
違
え
れ
ば
外
国
の

植
民
地
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
皆

の
心
配
を
受
け
て
の
こ
と
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

江
戸
幕
府
の
開
府
に
始
ま
り
約
2
6
0

年
も
の
間
戦
争
が
な
か
っ
た
時
代
と
、
戦

後
の
平
和
憲
法
の
下
で
の
約
8
0
年
間

を
経
て
、
家
康
公
が
薨
去
（
こ
う
き
ょ
）
す

る
間
際
に
「
こ
う
い
う
日
本
で
あ
っ
て
ほ

し
い
」
と
願
っ
て
い
た
社
会
に
だ
い
ぶ
近

づ
い
て
き
て
い
る
と
思
う
わ
け
で
す
。
そ

し
て
徳
川
将
軍
家
・
宗
家
代
々
の
当
主

の
考
え
方
は
い
ま
の
日
本
社
会
の
ど
の

よ
う
な
と
こ
ろ
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
と
感
じ
て
い
ま
す
か
？
の
質
問
に
は
、

外
国
人
観
光
客
が
東
京
に
来
て
ま
ず
驚

く
の
は
、
渋
谷
の
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
交
差
点

で
人
が
ぶ
つ
か
ら
な
い
で
ち
ゃ
ん
と
見

事
に
す
り
抜
け
て
い
く
こ
と
や
、
新
宿

ゴ
ー
ル
デ
ン
街
の
狭
い
区
画
の
中
で
も

殴
り
合
い
に
も
な
ら
ず
に
み
ん
な

仲
良
く
お
酒
を
飲
ん
で
い

る
よ
う
な
こ
と
な
の
で
す
。

江
戸
時
代
も
、
最
初
の
う
ち

は
日
本
中
か
ら
若
い
男
性

が
主
に
土
木
工
事
で
集

ま
っ
て
き
て
、
相
当
荒
っ
ぽ

か
っ
た
の
で
す
よ
ね
。
そ
れ

を
「
限
ら
れ
た
狭
い
空
間
で
、

仲
良
く
暮
ら
し
ま
し
ょ
う
」

と
い
う
風
に
長
い
時
間
を

か
け
て
、
新
し
い
文
化
を

作
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た

江
戸
時
代
に
生
ま
れ
た
文

化
や
慣
習
の
名
残
が
、
今
日

ま
で
残
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
と
語
っ
て
い
ま
す
。

編
集
後
記

初
代
家
康
か
ら
、
受
け
継

が
れ
て
い
る
も
の
は
、
平
和

を
目
指
す
こ
と
で
、
し
っ
か

り
現
代
に
、
そ
し
て
、
町
の

様
子
か
ら
も
、
な
る
ほ
ど
と

思
え
ま
し
た
。
江
戸
時
代
が
、

少
し
身
近
に
感
じ
ら
れ
て

き
ま
し
た
。
狭
い
空
間
で
も

仲
良
く
暮
ら
し
ま
し
ょ
う
。

が
ち
ゃ
ん
と
受
け
継
が
れ

い
る
こ
と
を
、
自
覚
し
て
、

大
切
に
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
し
た
。


