
歴史と文化に彩られた臨江閣
つないできた歴史をこれからも

臨
江
閣
建
設
へ
　
地
元
民
の
力

　

臨
江
閣
を
構
成
す
る
本
館
、
別
館
、

茶
室
の
３
つ
の
建
物
の
う
ち
、
最
初
に

建
て
ら
れ
た
の
が
本
館
。
明
治
17
年
に

群
馬
県
令
の
楫か
と
り
も
と
ひ
こ

取
素
彦
が
高
位
高
官
を

迎
え
る
た
め
の
迎
賓
館
建
設
を
提
言
し

た
こ
と
が
、
建
設
の
き
っ
か
け
に
な
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
頃
の
前

橋
は
製
糸
業
が
一
大
産
業
。
多
く
の
生

糸
商
人
が
い
ま
し
た
。
初
代
前
橋
市
長

の
下
村
善
太
郎
も
そ
の
一
人
。
有
志
と

共
に
県
庁
誘
致
に
立
ち
上
が
り
、
県
都

と
し
て
の
発
展
の
礎
を
築
き
ま
し
た
。

本
館
も
、
同
じ
く
下
村
善
太
郎
な
ど
の

地
元
有
志
に
よ
る
寄
付
で
建
設
。
そ
し

て
こ
の
地
元
有
志
の
熱
心
な
協
力
へ
の

返
礼
と
し
て
、
楫
取
素
彦
や
県
庁
職
員

か
ら
の
募
金
で
茶
室
が
建
て
ら
れ
ま
し

た
。
本
館
と
茶
室
は
当
時
の
県
庁
職
員

が
設
計
。
本
館
を
地
元
の
職
人
が
、
茶

室
を
京
都
の
宮
大
工
・
今
井
源
兵
衛
が

施
工
し
ま
し
た
。

多
く
の
貴
賓
を
迎
え
る
場
に

　
そ
う
し
て
建
て
ら
れ
た
本
館
は
、
明

治
26
年
に
明
治
天
皇
の
行
在
所
と
し
て

利
用
さ
れ
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
皇
族
の
宿
泊
施
設
と
し
て
利

用
さ
れ
ま
し
た
。

　
一
方
で
別
館
は
、
明
治
43
年
に
本
市

を
主
会
場
に
開
催
さ
れ
た
一
府
十
四
県

連
合
共
進
会
（
博
覧
会
）
の
貴
賓
館
と

し
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
共
進
会
は
60

日
間
開
催
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
行
わ
れ
た

共
進
会
の
中
で
は
最
大
規
模
で
し
た
。

当
時
前
橋
の
人
口
が
４
万
５
，
０
０
０

人
だ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
の
共
進
会
に

は
94
万
４
，
０
０
０
人
が
来
場
。
別
館

は
行
事
や
大
会
、
夜
会
な
ど
に
利
用
さ

れ
、
当
時
の
首
相
で
あ
る
桂
太
郎
を
は

じ
め
、
大
隈
重
信
や
渋
沢
栄
一
な
ど
多

く
の
貴
賓
が
訪
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
共

進
会
終
了
後
、
別
館
は
本
市
に
引
き
継

が
れ
ま
し
た
。

　

明
治
時
代
に
造
ら
れ
た
臨
江

閣
。
明
治
元
年
か
ら
１
５
０
年
目

の
節
目
の
年
で
あ
る
今
年
、
臨
江

閣
は
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ

れ
ま
し
た
。

　
明
治
期
ゆ
か
り
の
建
造
物
と
し

て
、
明
治
か
ら
の
歩
み
を
今
に
伝

え
る
臨
江
閣
。

　
そ
の
歴
史
を
振
り
返
り
ま
す
。
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