
は
じ
め
に

弘

前

藩

｢御

告

御

用
｣

の
基

礎

的

考

察

弘
前
藩
で
は

｢御
告
御
用
｣
と
称
さ
れ
る
行
為
が
'
正
徳
年
間
以
降
'
特
に
享
和

年
間
以
降
連
綿
と
行
わ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
'
こ
の

｢御
告
御
用
｣
が
ど
の
よ
う
な

内
容
の
も
の
か
､
ま
た
藩
政
上
ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ

い
て
は
'
弘
前
藩
藩
庁
日
記

(弘
前
市
立
図
書
館
蔵
'
以
下

『国
日
記
』
)
に
四
百

回
以
上
も
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
こ
れ
ま
で
紹
介
も
分
析
も
行

わ
れ
て
こ
な
か

っ
た
｡

依
拠
す
べ
き
史
料
が

『国
日
記
』
の
み
で
､
具
体
的
に
そ
の
行
為
を
実
証
す
る
史

料
の
紹
介
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
が
'
平
成
三
年

一
一
月
'
高
照
神
社

文
化
財
維
持
保
存
会
後
援
会
か
ら

『高
照
神
社
所
蔵
品
目
録
』
が
刊
行
さ
れ
､
同
時

に

｢御
告
御
用
｣
に
用
い
ら
れ
た

｢御
告
書
付
｣
と
題
さ
れ
る
文
書
群
が
整
理
さ
れ

た
こ
と
か
ら
'
そ
の
内
容
分
析
が
可
能
と
な

っ
た
｡

本
稿
で
は
右
の
状
況
を
踏
ま
え
'
ま
ず
史
料
紹
介
を
兼
ね
な
が
ら
'
二
五
三
件
に

の
ぼ
る
こ
の

｢御
告
書
付
｣
の
史
料
学
的
分
析
を
行
い
､
次
に

『国
日
記
』
に
見
ら

れ
る

｢御
告
御
用
｣
に
つ
い
て
の
記
載
内
容
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
で
'
こ
の

｢御

告
御
用
｣
の
全
体
像
に
迫
-
'
最
後
に
藩
政
上
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か

瀧

本

轟

史

を
'
当
時
の
藩
の
動
向
か
ら
見
通
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
｡
す
な
わ
ち

｢御
告
御

用
｣
の
基
礎
的
研
究
と
す
る
と
と
も
に
'
｢御
告
御
用
｣
の
開
始

･
継
続
の
意
義
を

探
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
｡

最
初
に
'
高
照
神
社
と
そ
の
所
蔵
資
料
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
｡

中
津
軽

郡
岩
木
町
所
在
の
高
照
神
社
は
'
春
日
四
神
と
と
も
に
弘
前
藩
四
代
藩
主
津
軽
信
政

を
紀
-
､
弘
前
藩
に
お
い
て
岩
木
山
神
社
と
と
も
に
厚
-
信
仰
さ
れ
た
神
社
で
あ
る
｡

信
政
は
唯

一
神
道
の
奥
義
を
極
め

｢高
照
霊
社
｣
の
神
号
を
授
け
ら
れ
た
人
物
で
も

あ
-
'
生
前
か
ら
葬
地
と
し
て
決
め
て
い
た
高
岡
の
地
に
神
式
に
よ
っ
て
埋
葬
さ
れ

た
｡
同
地
が
選
ば
れ
た
の
は
藤
原
氏
の
氏
神
を
配
る
小
社
が
あ

っ
た
と
さ
れ
る
た
め

で
'
津
軽
氏
が
藤
原
姓
を
名
乗

っ
た
こ
と
に
よ
る
｡

信
政
が
没
し
た
宝
永
七
年
の
翌

正
徳
元
年
か
ら
二
年
に
か
け
て
へ
こ
の
高
岡
に
五
代
信
寿
が
建
立
し
た
の
が

｢高
照

霊
社
｣
で
あ
る
｡
社
名
は
信
政
に
授
け
ら
れ
た
神
号
に
因
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
'

一

般
に
は
そ
の
地
名
を
と

っ
て

｢高
岡
様
｣
と
し
て
尊
崇
さ
れ
て
い
た
｡
弘
前
藩
で
は

社
領
と
し
て
≡
百
石
を
与
え
て
神
官
と
し
て
の
役
目
を
果
た
す
祭
司
役
を
置
き
'
港

が
維
持
す
る
神
社
と
し
て
の
体
制
を
と

っ
て
い
る
｡
｢高
照
神
社
｣
と
言
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
の
は
明
治
初
年
の
神
仏
分
離
令
以
降
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
｡
そ

の
後
へ
明
治
六
年
に
は
郷
社
'
同

l
〇
年
に
は
藩
祖
為
信
も
合
配
さ
れ
'
同

二
二
年



I-･一

に
は
県
社
と
な

っ
て
い
る
O

と
こ
ろ
で
､
『高
照
神
社
所
蔵
品
日
揮
n
に
よ
れ
ば
､
総
資
料
数
は

l
､
六
〇
二

件
二
､
六
七
七
点
に
の
は
る
が
'
そ
の
内
容
は
次
の
五
つ
に
大
別
さ
れ
る
o

T
つ
日

は
真
守
銘
の
太
刀

(同
重
文
)
な
ど
の
信
政
の
遺
品
許
.二

1
つ
臼
は
五
代
信
寿
を
初

め
と
し
て
歴
代
藩
主
や
重
臣
ら
が
奉
納
し
た
大
絵
馬
｡
1-...つ
日
は
溝
板
為
信
を
合

紀

し
た
際
に
旧
士
族
た
ち
が
奉
納
し
た
武
具
を
中
心
と
し
た

一
群
っ
現
在
同
社
に
所
蔵

さ
れ
て
い
る
古
美
術
資
料
の
大
半
は
こ
の
時
の
も
の
で
あ
る
｡
四
つ
臼
は
同
社
の
祭

礼
の
記
録
や
祭
司
役
の
御
用
留
'
さ
ら
に
は
神
領

･
神
E3
な
ど
に
か
か
わ
る
古
文

書

･
絵
図
の

一
群
｡

一
八
世
紀
初
頭
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
の
同
社
の
動
向
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
｡
五
つ
目
は
信
政
に
よ
っ
て
召
し
抱
え
ら
れ
た
山
鹿
流
兵
学
者

で
あ
る
貴
旧
孫
太
夫
の
子
孫
の
貴
田
稲
城
か
ら
明
治
三
二
年
に
奉
納
さ
れ
た
大
量
の

国
絵
図

･
城
絵
図
類
で
あ
る
o

t
つ
目
の
信
政
の
遺
品
群
は
こ
れ
ま
で
に
も
よ
く
知
ら
れ
､
ま
た
請
書
に
紹
介
さ

れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
'
二
つ
目
の
大
絵
馬
は
昭
和
六
二
年
度
の
､
三
つ
目
か
ら

五
つ
目
ま
で
が
平
成
元
年
度
及
び
二
年
度
の
高
照
神
社
文
化
財
維
持
保
存
会
後
援

会

∴
石
木
町
教
育
委
員
会
と
青
森
県
立
郷
土
館
等
の
調
査
に
よ
っ
て
そ
の
全
容
が
明

ら
か
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
O
言
回
照
神
社
所
蔵
品

日
録
』
は
そ
の
成
果
の

l
端
で

も
あ
る
｡
本
稿
が
分
析
対
象
と
す
る

｢御
告
書
付
｣
は
､
こ
の
内
四
つ
目
の
古
文
普

群
の
中
に
整
理
さ
れ
る
｡

※
引
用
史
料
お
よ
び
表
に
つ
い
て
は
繁
雑
さ
を
避
け
る
た
め
'
本
文
末
に

一
括
し

て
掲
げ
た
｡

一

｢
御
告
書
付
｣
の
内
容

〓

)
内
容
分
類

丁御
告
書
付
L
は
､
藩
が
使
者
を
も

っ
て
高
塀
神
社
に
報
告
し
た
内
容
を
記
し
た

(pこ

一
紙
文
書
群
で
あ
り
'
享
和
元
年
か
ら
大
正
八
年
ま
で
､
二
五
三
件
二
五
七
通
が

同
社
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
｡

年
号
の
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
が
'
記
事
内
容

か
ら
年
代
比
定
が
可
能
な
も
の
も
多
い
｡

さ
て
'
こ
の

｢御
告
書
付
｣
の
内
容
は
､
史
料
2
に
見
え
る
よ
う
に
､
大
き
-

(ア
)
天
皇
家

(イ
)
将
軍
家

･
幕
帝
御
触

(ウ
)
巡
検
使

(
エ
)
高
照
神
社

(オ
)
溝
主
家

(カ
)
江
戸

二
見
都

･
藩
内
重
要
事
項
t
の
六
つ
に
分
類
さ
れ
て
い

る
｡表

I
は
､
｢御
告
書
付
｣
二
五
三
件
全
て
に
つ
い
て
'
そ
の
実
施
年
月
日

･
勤
仕

者

･
御
告
内
容
な
ど
を

三
見
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
に
よ
っ
て
'
右
の
六
つ

の
大
分
類
を
､
さ
ら
に
細
か
く
分
類
す
る
と
'
以
下
の

一
四
項
目
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
る
｡
以
下
①
-
⑲
を
細
分
類
番
号
と
す
る
o

①
藩
主
家
の
吉
凶
禍
福

(冠
婚
葬
祭

･
叙
位

･
高
直

･
初
出
仕

･
御
目
見

･
前
髪

執

･
相
続

･
改
名

･
領
地

･
病
気
)
な
ど

(史
料
3
等
)

②
蝦
夷
地
警
備
関
係

(史
料
4
等
)

③
参
勤
交
代

･
東
京
往
来

(史
料
5
等
)

④
高
照
神
社
関
係

(史
料
7
等
)

⑤
幕
府
拝
領
品

･
献
上
品

(史
料
8
等
)

⑥
天
皇
家

･
即
位

･
崩
御

･
改
元

(史
料
10
等
)



②
将
軍
家
の
吉
凶
禍
福
な
ど

(史
料
H
等
)

⑧
江
戸
屋
敷

(東
京
邸
)

･
京
耶
蛙
敗
な
ど

(史
料
12
等
)

⑨
公
役

(普
請
)
(史
料
13
等
)

(g

如

仰
七

･:Li=郁
#

触
関
係

(史
料
16
等
)

師
範
末
汀
l
L
繋

新
関
係

(史
料
19
等
)

⑫
戊
辰
戦
争

･
函
館
戦
争
関
係

(史
料
21
等
)

⑬
明
治
新
政
府
か
ら
の
指
示
な
ど

(史
料
23
等
)

⑭
天
皇
家
拝
領
品

･
献
上
品

･
天
機
何
な
ど

(史
料
25
等
)

以
上
の

一
四
項
目
で
あ
る
が
､

一
通
の

｢御
告
書
付
｣
に
右
の
内
二
項
目
を
含
ん
で

い
る
も
の
も
ま
ま
見
ら
れ
る
｡

史
料
6

(細
分
類
番
号
①
②
)
､
史
料
l

(塞

)
'

史
料
9

(②
③
)
､
史
料
17

(②
⑲
)
､
史
料
14

(③
⑤
)
'
史
料
26

(③
⑩
)
､
史
料

15

(⑤
⑨
)
､
史
料
22

(⑥
⑪
)
'
史
料
20

(⑲
⑪
)
'
史
料
24

(⑫
⑬
)
な
ど
が
そ

れ
に
当
た
る
｡

さ
て
'
右
の
内
容
分
類
を
も
と
に
､
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
が
何
回
実
施
さ
れ
て
い
た

の
か
を
示
し
た
の
が
表
2
で
あ
る
｡
｢御
菖
御
用
｣

実
施
の
傾
向
を
､
御
告
内
容
か

ら
知
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
'
こ
の
表
2
と
前
掲
表
Ⅰ
か
ら
導
か
れ
る
基
本
的

事
項
は
次
の
通
り
で
あ
る
｡

a
.
藩
主
の
動
向
の
報
告
が
基
本
に
あ
る
o

(
細
分
類
L;)③
)

b
.
江
戸
で
の
出
来
事
の
報
告
が
多
い
｡

C
.
幕
府
や
他
藩
な
ど
外
部
と
の
交
渉
が
生
じ
る
と
き

(北
方
問
題
の
発
生
と
対

応
､
幕
末
期
の
動
向
'
対
幕
府

･
朝
廷
関
係
等
)
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
大
半
で

あ
-
'
藩
独
自
の
出
来
事
に
つ
い
て
は
殆
ど
な
い
｡

d
.
参
勤
交
代

(名
代
下
向
)
と
蝦
夷
地
警
備
の
組
み
合
わ
せ
が
多
い
｡

2
.

巡
検
使
に
つ
い
て
は
見
当
た
ら
な
い
O

-
.
高
照
神
社
関
係
の
御
告
は
少
な
い
｡

な
ど
で
あ
る
が
'

a
に
つ
い
て
付
言
す
れ
ば
､
廃
藩
後
は
殆
ど
津
軽
家
の
動
向

(叙

位

･
移
動

･
冠
婚
葬
祭
等
)
に
限
ら
れ
て
-
る
｡
こ
れ
は
､
史
料
I
の
最
後
の
部
分

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
伯
爵
津
軽
家
と
の
縁
故
と
と
も
に
､
同
家
か
ら
の
経
済
的
揺

助
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
-
に
つ
い
て
は
'
結
局
の
と

こ
ろ
御
告
の
内
容
が
藩
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
､
神
社
側
の
意
向
の
入

る
余
地
が
な
か
っ
た
こ
と
'
及
び

｢御
告
御
用
｣
の
範
晴
か
ら
す
れ
ば
､
高
照
神
社

そ
の
も
の
よ
り
も
御
告
先
と
し
て
の
高
照
神
社
の
機
能
の
方
が
よ
-
重
要
と
認
識
さ

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
｡

(二
)
｢御
告
御
用
｣
の
回
数
と
年
代

次
に

｢御
菖
御
用
｣
の
実
施
を
年
代
別
に
整
理
す
る
こ
と
で
'
そ
の
時
期
的
特
徴

を
見
て
い
き
た
い
｡
表
3
は
高
照
神
社
蔵

｢御
告
書
付
｣

二
五
七
通
に
つ
い
て
年
代

別
に
整
理
し
､
併
せ
て

『国
日
記
』
に
見
え
る
御
告
関
係

記
事
に
つ
い
て
も
比
較
の

た
め
'
そ
の
回
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡

表
I
で
示
し
た
よ
う
に
､
高
照
神
社
に
残
る
最
も
古
い

｢御
告
書
付
｣
は
享
和
元

年

1
0
月
三
日

(史
料
3
)
の
も
の
で
あ
り
､
最
も
新
し
い
も
の
は
大
正
八
年
四
月

五
日

(史
料
27
)
の
も
の
で
あ
る
｡
年
代
を
特
定
で
き
な
い
も
の
が

一
四
通
あ
る
が
'

い
ず
れ
も
江
戸
期
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
'
享
和
-
慶
応
ま
で
の
六
七
年
間
で

一

九
五
通
'
明
治
～
大
正
期
が
六
二
通
と
な
っ
て
い
る
｡

一
方

『国
日
記
』

に
よ
れ
ば
､
高
照
神
社
創
建
時
の
正
徳
二
年
五
月
l二
日

(史
料



29
)が
最
初
｡
そ
の
後
宝
暦
五
年
に

一
度

(史
料
30
)
'
寛
政
元
年
に
三
度

(四
月

7
七
日

･
五
月

〓
ハ
日

･
同
二
五
日
'
史
料
32
-
②

･
33
)
あ
る
だ
け
で
'
享
和
二

年

一
〇
月

1
五
日

(史
料

34
)
に
至
る
｡
表
3
は
こ
の
享
和
年
間
以
降
'
『国
日
記
』

の
記
述
の
終
わ
る
慶
応
年
間
ま
で
に
つ
い
て
示
し
た
も
の
で
､
六
七
年
間
で
四
二
八

回
確
認
さ
れ
る
｡

さ
て
'
こ
れ
に
よ
れ
ば
'
｢御
告
御
用
｣
の
頻
度
は

一
～
二
カ
月
に

一
回
程
度
'

ま
た
時
期
的
に
は
北
方
問
題
発
生
時
と
幕
末
の
混
乱
期
に
多
い
t
と
い
う
点
を
指
摘

で
き
る
｡
こ
の
よ
う
な
回
数
を
消
化
し
て
い
-
に
は
､
そ
れ
な
-
の
組
織
や
手
続
き

が
確
立
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
直
接
こ
の
こ
と
を
示
す
史
料

は
見
当
た
ら
な
い
が
､
『国
日
記
』
を
も
と
に
次
章
で
多
少
言
及
し
た
い
｡

と
こ
ろ
で
､
｢御
告
書
付
｣
の
残
存
状
況
に
つ
い
て
で
あ
る
が
､
｢御
告
御
用
｣
の

開
始
は

『国
日
記
』
に
見
え
る
正
徳
二
年
で
あ
る
が
'
寛
政
年
間
ま
で
は
数
え
る
程

し
か
な
-
'
享
和
年
間
以
降
毎
年
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
て
い
る
｡
従

っ
て
年
代
的
に

見
る
限
り
､
享
和
年
間
以
降
を
本
格
化
の
段
階
と
見
倣
し
て
も
よ
-
､
本
来
的
な
残

り
方
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
っ
ま
た
'
全
て
が
残

っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
ち

の
の
'
年
次
的
に
残
存
状
況
を
見
る
と

『国
日
記
』
の
頻
度
に
近
い
推
移
を
示
し
て

お
-
'
妥
当
な
残
存
状
況
に
あ
る
と
言
え
る
｡

な
お

『国
日
記
』
と
の
回
数
比
較
を

し
た
時
､
安
政
年
間
以
降

『国
日
記
』
の
回
数
に
近
い
数
値
､
な
い
し
は
上
回
る
数

値
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
'
特
に
安
政
期
以
降
の
残
存
状
況
が
'
そ
れ
以
前
に
比

べ
て
よ
い
と
言
え
る
｡

そ
れ
で
は
'
実
際
に

｢御
告
御
用
｣
が
行
わ
れ
て
い
た
期
間
は
い
つ
か
ら
い
つ
ま

で
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
所
か
ら
'
そ
の
最
初
は

『国
日
記
』
の

正
徳
二
年
五
月
三
日
､
最
後
は
高
照
神
社

｢御
告
書
付
｣
の
大
正
八
年
四
月
五
日
で

あ
る
｡
始
ま
-
に
つ
い
て
は
'
時
期
的
に
は
正
徳
二
年
が
高
照
神
社
創
建
直
後
で
あ

る
こ
と
､
内
容
的
に
は
信
政
の
跡
を
継
い
だ
五
代
信
寿
が
朱
印
状
を
幕
帝
か
ら
戴
い

た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
'
そ
の
開
始
を
こ
の
時
点
に
求
め
て
も
差
し
支
え
な
い
で

あ
ろ
う
｡

終
わ
-
に
つ
い
て
は
'
今
後
大
正
八
年
以
降
の

｢御
告
書
付
｣
が
新
た
に

発
見
さ
れ
る
こ
と
で
変
わ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
､
こ
の
時
の
内
容
は
弘
前
藩
最
徳

の
藩
主
'

一
二
代
承
昭
の
嗣
子
英
麿
の
死
去
を
御
告
し
た
も
の
で
あ
-
'
し
か
も
大

正
年
間
の
御
告
内
容
は
表

I
に
示
し
た
よ
う
に
'
大
正
五
年
七
月
の
承
昭
の
死
去
'

同
年
八
月
の
英
麿
の
襲
爵
､
そ
し
て
こ
の
英
麿
の
死
去
で
あ
る
こ
と
か
ら
'
現
段
階

で
は
こ
の
時
点
が

｢御
告
御
用
｣
の
最
後
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

以
上
か
ら
'
｢御
告
御
用
｣
が
継
続
的
に
実
施
さ
れ
て
-
る
本
格
化
は
享
和
年
間

以
降
で
あ
る
が
'
実
施
期
間
と
し
て
は
正
徳
二
年
か
ら
大
正
八
年
ま
で
で
あ
-
'
そ

れ
は
四
代
信
政
没
後
の
高
照
神
社
創
建
時
か
ら
'

一
二
代
承
昭
の
嗣
子
英
麿
の
没
午

ま
で
の
期
間
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
｢御
告
御
用
｣
の
内
容
が

藩
主
家
の
動
向
を
基
本
と
し
て
い
た
こ
と
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

4

(≡
)
｢御
告
御
用
｣
勤
仕
者

こ
こ
で
は

｢御
告
御
用
｣
勤
仕
者
と
そ
の
役
職
名
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
｡

｢御
告
書
付
｣
の
本
紙
に
は
勤
仕
著
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
､
包
紙
の
上
書
に
は

｢御
告
書
付
｣
と
記
さ
れ
た
以
外
に
､
異
筆
で
年
月
日
'
内
容
の
要
点

(注
記
)
､

そ
し
て

｢
二

･
勤
之
｣
と
し
て
勤
仕
著
名
が
そ
の
役
職
と
と
も
に
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
多

い
｡
整
理
の
た
め
に
高
照
神
社
関
係
者
が
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え



ら
れ
る
｡

表
4
は
､
そ
の
包
紙
の
上
書
を
も
と
に
職
名
の
わ
か
る

1
九

一
回
の

｢御
告
御

用
｣
に
つ
い
て
'
役
職
ご
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
｡

1
つ
一
つ
に
つ
い
て
は
表

I
も
参
照
さ
れ
た
い
Lt

表
5
は
'
享
和
二
年
か
ら
文
政
二
年
ま
で
の

『国
日
記
』
に
見
え
る
勤
仕
者
の
職

名
の
判
明
す
る

｢御
告
御
用
｣

一
三
四
回
に
つ
い
て
'
御
告
先
ご
と
に
区
分
し
た
も

の
で
あ
る
｡
な
お
へ
御
告
先
に
つ
い
て
の
検
討
は
次
章
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
｡

さ
て
､
こ
の
表
4

･
5
に
よ
れ
ば
､
家
老
に
よ
る

｢御
告
御
用
｣
も
見
ら
れ
る
も

の
の
､
大
き
-
は
へ
御
手
廻
組
頭

(四
百
石

･
番
方

･
五
組
)
､
御
馬
廻
組
頭

(三

百
石

･
番
方

･
七
組
)
､
及
び
高
照
神
社
祭
司
の
三
職
で
行
わ
れ
て
い
る
｡

表
4
の

高
照
神
社

｢御
告
書
付
｣
で
は
､
祭
司
が

二
二
二
回
六
九
%
と
圧
倒
的
に
多

い
が
､

表
5
で
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
高
照
神
社
に
お
け
る

｢御
告
御
用
｣
の
み
に
限
ら
れ

て
お
り
'
従

っ
て
高
照
神
社
固
有
の
状
況
と
見
て
よ
い
｡
た
だ
し
､
明
治
以
降
の
状

況
を
表
I
か
ら
詳
細
に
見
て
み
る
と
､
そ
の
殆
ど
が
祭
司

(明
治
三
年
頃
以
降
は
高

岡
掛
､
さ
ら
に
嗣
官
'
御
廟
所
御
用
取
扱
人
､
社
掌
と
職
名
変
化
)
と
な

っ
て
お
-
､

こ
の
分
を
差
し
引
け
ば
八
七
回
が
祭
司
に
よ
る

｢御
告
御
用
｣
と
な
る
｡
こ
れ
ら
の

点
を
考
慮
す
る
と
､
高
照
神
社
に
限
っ
て
み
れ
ば
祭
司
が
中
心
に

｢御
告
御
用
｣
を

勤
め
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
､
全
体
か
ら
す
れ
ば
､
御
手
廻
組
頭
と

御
馬
廻
組
頭
が
こ
の
役
目
を
担

っ
て
い
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
さ
ら
に
は
､
こ

の
両
組
頭
の
中
で
も
､
特
に
御
馬
廻
組
頭
が
そ
の
中
心
で
あ

っ
た
と
す
る
こ
と
が
で

(3
一

き
る
｡

こ
の
点
を
補
完
す
る
史
料
に

『御
用
格

(寛
政
本
)』

が
あ
る
｡
宝
暦
三
年

の
史
料
46
と
天
保

一
三
年
の
史
料
49
に
よ

っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
｡
史
料
46

に
よ
れ
ば
'
高
照
神
社

へ
の

｢御
告
御
用
｣
担
当
者
は
両
組
頭
で
あ
り
､
｢申
合
｣

に
よ
っ
て
本
順
と
控
の
順
を
決
め
へ
遅
滞
の
な
い
よ
う
に
す
べ
き
旨
が
申
し
付
け
ら

れ
て
い
る
｡

す
な
わ
ち
両
組
頭
が
本
来
的
な
勤
仕
者
で
あ

っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
｡

そ
の
意
味
で
は
､
表
5
の
方
が
よ
-
勤
仕
者
の
実
態
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
｡

こ

れ
に
つ
い
て
は
､
両
組
頭
に
よ
る

｢御
告
御
用
｣
と
は
い
い
な
が
ら
､
人
物
名
が
特

定
化
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
傾
向
か
ら
も
言
え
る
｡

表
I
に
よ
れ
ば
確
か
に
同

一
人

物
が
何
度
も
行

っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
､
ば
ら
つ
き
の
方
が
目
立
つ
｡

両
組
合
わ

せ
て

〓

l組
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
､
そ
の
内
の
誰
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
'
や
は
り

本
順
､
控
え
の
順
と
あ
る
よ
う
に

｢御
告
御
用
｣
は
両
組
頭
に
付
い
た
役
割
で
あ

っ

た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
L"

そ
れ
で
は
､
何
故
こ
の
両
組
頭
が

｢御
告
御
用
｣
の
担
当
と
な

っ
た
か
で
あ
る
が
'

史
料
28
に
見
え
る
よ
う
に
､
延
宝
八
年

一
一
月
以
降
､
毎
月
五
日
が
御
手
廻
組
頭
へ

一
四
日
が
御
馬
廻
組
頭
に
よ

っ
て
長
勝
寺

へ
の
代
参
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
定
め
ら
れ

た
こ
と
が

｢御
告
御
用
｣
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
五
目

は
藩
祖
為
信
の
'

1.
四
日
は
二
代
藩
主
信
枚
の
命
日
で
あ
-
'
本
来
藩
主
が
行
う
べ

き
も
の
と
し
て
基
本
的
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
が
､
そ
の
実
施
の
定
型
化
に

よ
っ
て
藩
主
名
代
に
よ
る
実
施
と
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡
御
吉
も
ま
た
史
料
36

に

｢御
名
代
御
告
｣
と
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
､
本
来
的
に
は
藩
主
に
よ
る

行
為
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
｢御
告
御
用
｣
の
原
則
が
両
組
頭
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
何
故

祭
司
役
に
よ
る

｢御
告
御
用
｣
の
回
数
も
多
-
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
史
料
49

に
よ
れ
ば
､
御
告
内
容
に
よ

っ
て
こ
れ
ま
で
両
組
頭
の
内
か
ら
申
し
付
け
て
来
た
が
'

以
後

｢御
省
略
年
限
中
｣
は
全
て
祭
司
役
が
勤
め
る
こ
と
と
し
､
｢重
キ
儀
｣
に
つ

い
て
は

｢沙
汰
之
上
｣
祭
司
役
に
申
し
付
け
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
天
保

5



三
年
以
降
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
以
前
に
お
い
て
も
､
内
容
に
よ

っ

て
'
ま
た
財
政
状
況
に
よ

っ
て
は
祭
司
役
が
勤
め
て
来
た
こ
と
を
も
十
分
推
察
さ
せ

る
ー｢
実
際
表
Ⅰ
や
表

4
に
見
え
る
と
こ
ろ
の
祭
司
役
に
よ
る

｢御
告
御
用
｣
の
事
実

が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
｡
当
然
の
こ
と
な
が
ら
'
祭
司
役
が
用
い
た

｢御
吉
書
付
｣

の
方
が
'
高
照
神
社
に
お
い
て
残
り
や
す
か

っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
(二

｣れ
ら
の
こ
と
か
ら
統
計
上
出
て
来
た
の
が
表

4
と

5
の
数
値
で
あ
ろ

う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
へ)

次
に
'
御
吉
内
容
と
御
用
勤
仕
者
の
役
職
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た

い
｡
御
告
内
容
に
よ

っ
て
勤
仕
者
の
役
職
が
変
わ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
｡

表

1

を
見
る
限
-
に
お
い
て
は
何
ら
関
連
性
を
兄
い
出
せ
な
い
｡
ま
た
'
同
じ
日
に
二
つ

以
上
の
御
吉
が
行
わ
れ
る
場
合
な
ど
は
'
そ
れ
ぞ
れ
別
の

｢御
告
書
付
｣
に
記
さ
れ

る
が
'
御
用
勤
仕
者
は
殆
ど
が
同

一
人
物
で
あ
-
'
内
容
に
よ

っ
て
役
職
の
違
う
人

物
が
行
う
と

い
う
傾
向
は
見
ら
れ
な

い
｡

こ
の
こ
と
は

『国
日
記
』
に
お
い
て
見
た

場
合
も
同
様
で
あ
る

(後
掲

『国
日
記
』
史
料
参
照
の
こ
と
)
(〕

し
か
し
な
が
ら
'

御
吉
内
容
と
勤
仕
者
の
役
職
が
全
-
関
係
な
い
と
す
る
こ
と
も
'
あ
な
が
ち
断
定
で

き
な
い
｡
史
料
49
で
見
た
よ
う
に
へ
そ
こ
に
は

｢品

二
寄
両
組
頭
之
内
よ
-
被
仰
付

来
候
｣
と
あ
り
'
ま
た

｢垂
キ
俵
は
｣
と

い
う
文
言
も
見
ら
れ
る
｡

さ
ら
に
'
両
組

頭
に
よ
る

｢御
吉
御
用
｣
と
は
い
い
な
が
ら
'
御
手
廻
組
頭
に
比
べ
て
御
馬
廻
組
頭

の
御
用
回
数
が
極
め
て
多

い
と

い
う
こ
と
も
'
単
純
に
'
本
順

･
控
え
の
順
か
ら
だ

け
で
は
説
明
が
つ
か
な

い
か
ら
で
あ
る
｡
｢御
告
御
用
｣
に
関
し
て
の
細
部
に
わ
た

る
規
完
が
あ

っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
が
'
現
段
階
で
は
史
料

46
の
両
組
頭

の

｢申

合
｣
の
結
果
と
し
か
述
べ
ら
れ
な
い
｡
た
だ
し
'
勤
仕
者
が
家
老
で
あ
る
時
に
つ
い

て
は
'
そ
の
御
告
内
容
に

〓
妃
の
傾
向
を
兄

い
出
す
こ
と
が
で
き
る
｡

次
章
で
も
刺

告
先
と
の
関
連
で
多
少
触
れ
る
が
へ
そ
れ
は
高
直
り
と
藩
阻
為
信
の
大
法
会
に
限
ら

れ
て
い
る
と

い
う
頁
で
あ
る

(史
料
35

･
36
)
｡

藩
主
家
に
と

っ
て
は
量
重
用
の
事

柄
で
あ
-
'
特
に
家
老
が
当
て
ら
れ
た
も
の
と
言
え
る
O

以
上
'
｢御
吉
御
用
｣

の
勤
仕
者
に
つ
い
て
は
'
本
来
的
に
は
藩
主

の
名
代
で

あ

っ
た
こ
と
'
御
告
内
容
と
の
明
確
な
関
連
性
は
兄

い
出
せ
な
い
も
の
の
'
御
手
過

組
頭
と
御
馬
廻
組
頭
が
原
則
で
あ
り
'
何
れ
が
行
う
か
に
つ
い
て
は
両
者

の

｢申

合
｣
に
よ

っ
て
順
序
が
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
'
従

っ
て
人
物
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ

た
も
の
で
は
な
い
こ
と
'
高
照
神
社
に
お
い
て
は
祭
司
役
に
よ
る

｢御
吉
御
用
｣
ち

多
-
見
ら
れ
た
こ
と
'
御
告
内
容
に
よ

っ
て
は
家
老
が
当
て
ら
れ
た
こ
と
t
等
を
指

摘
で
き
る
｡

な
お
'
両
組
頭
の
職
務
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の

｢御
告
御
用
｣
を
見
た

時
へ
五
日
と

一
四
R
の
長
勝
寺

へ
の
代
参
と
と
も
に
'
極
め
て
頻
度
の
高

い
重
要
な

職
務
で
あ

っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

6

(四
)
｢御
告
御
用
｣
の
実
施
日
と

｢御
告
｣
内
容
の
日

こ
こ
で
は
'
実
際
に

｢御
吉
御
用
｣
の
行
わ
れ
た
月
日
と
内
容
の
月
目
に
つ
い
て
'

表
I
に
よ

っ
て
見
て
い
き
た
い
｡

前
述
し
た
よ
う
に
へ
江
戸
で
の
出
来
事
に
つ
い
て
の
御
告
が
多
く
見
ら
れ
る
が
'

こ
の
場
合
大
半
は
約
三
週
間
遅
れ
と
な

っ
て
い
る
｡
江
戸
-
弘
前
間
の
参
勤
交
代
の

日
程
は
概
ね

一
八
日
～
一
九
R
程
度
で
あ
-
t
は
ぽ
こ
の
ス
ピ
ー
ド
で
御
告
内
容
が

も
た
ら
さ
れ
'
実
施
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
た
だ
し
'
緊
急
の
場
合
も
あ

っ

た
よ
う
で
あ
-
'
蝦
夷
地
関
係
の
内
容
な
ど
は

一
〇
日
程
で
実
施
さ
れ
て
い
る
｡

し

か
し
'
何
れ
に
し
て
も
御
告
の
た
め
に
'
あ
る
い
は
御
告
を
第

一
義
と
し
て
も
た
ら



さ
れ
た
情
報
で
は
な
い
は
ず
で
あ
り
､
通
常
の
江
戸
-
弘
前
間
の
情
報
ル
ー
-
が
ま

ず
あ
り
､
そ
の
上
で
御
告
内
容
の
避
択
が
な
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
冶
政
上
妥
当
で

あ
ろ
う
∩'

な
お
'
｢御
告
御
用
｣
の
即
日
tlJ施
は
'
江
戸
へ
向
け
て
の
国
元
か
ら
の
発
駕
と
'

国
元
へ
の
到
着
R
に
ほ
ほ
限
ら
れ
て
い
る
■.'

明
治
以
降
'
電
信
の
発
達
が
見
ら
れ
て
か
ら
は
'
郵
便
や
電
報
な
ど
で
情
報
が
ち

た
ら
さ
れ
'
御
告
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る

(史
料
27
)
｡

(五
)
｢御
告
書
付
｣
の
様
式

第
三
項
で
若
干
触
れ
た
が
'
こ
こ
で

｢御
告
書
付
｣
の
様
式
に
つ
い
て
ま
と
め
て

お
き
た
い
｡

本
紙
は
折
紙
で
あ
り
､
｢御
吉
之
覚
｣
に
続
い
て
内
容
を
記
し
､
最
後
に
月
日
が

記
さ
れ
て
い
る
｡
た
だ
し
年
号
の
記
載
は
な
い
｡
文
末
は
い
ず
れ
も

｢申
来
候
｣
､

あ
る
い
は

｢被
為
蒙
仰
候
｣
な
ど
が
基
本
で
あ
り
､
今
後
の
方
針
等
､
将
来
に
か
か

わ
る
事
柄
に
つ
い
て
の
記
載
は
全
-
な
い
｡
あ
-
ま
で
も
直
前
に
生
じ
た
事
項
に
つ

い
て
の

｢報
告
｣
と
な

っ
て
い
る
｡
従

っ
て
藩
主
に
対
し
て
重
臣
が
政
務
報
告
を
す

る
内
容
と

一
致
す
る
｡
本
紙
に
差
出
人
と
宛
名
が
な
い
の
も
そ
の
た
め
で
あ
り
'
伝

政
が
生
き
て
い
た
時
に
行
わ
れ
た
行
為
が
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
｡

本
紙
の
大
き
さ
は
概
ね
縦
約
二
六
セ
ン
チ
､
横
約
五

〇
セ
ン
チ
で
あ
る
が
'
廃
藩

後
に
実
施
主
体
が
薄
か
ら
神
社
に
移

っ
た
頃
か
ら
'
大
き
さ
が
小
さ
-
な
り
'
ま
た

折
紙
が
切
紙
に
変
わ
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
｡
こ
れ
に
と
も
な
い
'
｢御
告
之
覚
｣
が

単
に

｢御
告
｣
と
記
載
さ
れ
､
ま
た
記
事
内
容
の
簡
略
化
も
見
ら
れ
る
〕
こ
の
ほ
か
'

年
号
が
記
載
さ
れ
る
な
ど
'
様
式
の
統

t
性
が
若
干
崩
れ
て
く
る
が
'
御
告
内
容
L
J_

は
基
本
的
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い
｡

次
に
包
紙
で
あ
る
が
へ
上
書
に
は
本
紙
と
同
じ
手
に
よ
る

｢御
告
書
付
｣
と
記
さ

れ
て
い
る
ほ
か
に
'
例
え
ば

｢御
高
直
御
礼
之
義
へ
文
化
六
己
巳
年
正
月
廿
日
'
御

手
廻
組
頭
棟
万
作
右
衛
門
勤
之
｣
(表

-
N0
7
の
包
紙
)
と
異
筆
で
記
さ
れ
て
い
る
｡

内
容
の
注
記

･
実
施
年
月
日

･
勤
仕
音
名
と
そ
の
職
名
以
外
の
記
載
は
な
い
が
'
高

照
神
社
で
整
理

･
保
管
の
た
め
に
書
き
加
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
れ
は
色
紘

の
こ
の
部
分
だ
け
を
見
る
と
同
筆
の
も
の
が
多

い
こ
と
か
ら
も
推
察
で
き
る
｡
祭
司

役
に
よ
る
記
載
か
ど
う
か
特
定
す
る
材
料
は
な
い
が
'
高
照
神
社
関
係
者
に
よ
る
こ

と
だ
け
は
言
え
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
ま
た
こ
の
点
か
ら
さ
ら
に
言
え
る
こ
と
は
､

｢御
吉
書
付
｣
そ
の
も
の
は
､
藩
の
書
き
役
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
が
神
社
に
ち

た
ら
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
'
次
章
の

｢御
吉
御
用
｣

実
施
に
至
る
過
程
の
所
で
も
見
て
い
き
た
い
｡

な
お
'
廃
藩
後
の
包
紙
の
上
音
に
つ
い
て
で
あ
る
が
､
本
紙
と
同
様
の
傾
向
を
示

す
と
と
も
に
､
御
告
主
体
が
神
社
に
移

っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
'
包
紙

･
本
紙
と
ち

に
全
て
同

1
人
物
の
手
に
よ
る
も
の
が
ま
ま
見
ら
れ
る
O
包
紙
に
年
月
日
が
な
い
ち

の
で
は
'
本
紙
に
年
月
日
が
入
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
れ

ば
'
先
に
見
た
様
式
の
統

一
性
の
崩
れ
は
'
作
成
者
の
違
い
に
そ
の
要
因
を
兄
い
出

す
こ
と
も
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
｡



二

『国
日
記
』
に
見
え
る

｢御
告
御
用
｣

(
〓

御
告
先
に
つ
い
て

前
章
で
は
高
照
神
社
蔵

｢御
告
書
付
｣
の
分
析
を
通
し
て
'
｢御
告
御
用
｣
の
内

容
や
特
徴
に
つ
い
て
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
'
こ
こ
か
ら
導
か
れ
る
点
は
'
基
本

的
に
は
高
照
神
社
に
お
け
る

｢御
告
御
用
｣
で
あ
る
｡
本
章
で
は
さ
ら
に

『国
日

記
』
に
見
え
る
記
述
を
分
析
す
る
こ
と
で
'
｢御
告
御
用
｣
の
全
体
的
な
姿
に
よ
り

迫
る
こ
と
に
し
た
い
｡

さ
て

『国
日
記
』
に
見
え
る

｢御
告
御
用
｣
に
つ
い
て
は
､
既
に
表
3
･
5
に
お

い
て
'
実
施
回
数
と
年
代
的
特
徴
'
勤
仕
者
の
役
職
に
つ
い
て
見
て
き
た
｡
そ
こ
で

は
回
数

･
年
代
と
も
に

｢御
告
書
付
｣
と
ほ
ぼ
同
様
の
傾
向
に
あ
り
､
享
和
年
間
以

降
本
格
化
さ
れ
た
こ
と
'
勤
仕
者
は
両
組
頭
が
基
本
で
あ
り
､
特
に
御
馬
廻
組
頭
が

そ
の
大
半
を
占
め
て
い
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
と
な

っ
た
｡
従

っ
て

｢御
告
御
用
｣

の
内
容
も
ま
た

｢御
告
書
付
｣
と
同
様
の
傾
向
に
あ
る
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
｡

と
こ
ろ
で
'
表
5
に
見
え
る
よ
う
に
'
｢御
告
御
用
｣
は
高
照
神
社
の
み
で
行
わ

れ
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
｡

そ
こ
に
は
'
長
勝
寺

･
報
恩
寺

･
革
秀
寺

･
津
梁
院
の

寺
院
名
が
確
認
さ
れ
る
｡
何
れ
も
藩
主
家
の
津
軽
家
と
か
か
わ
り
の
深
い
寺
院
ば
か

り
で
あ
る
｡

長
陣
寺

(曹
洞
宗
)
は
､
藩
阻
為
信
に
よ

っ
て
津
軽
家
の
菩
提
寺
及
び
領
内
曹
洞

宗
の
僧
録
所
と
定
め
ら
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
｡
津
軽
氏
の
出
自
に
つ
い
て
は
不
明

な
点
が
多

い
が
､
津
軽
家
の
多
-
の
系
図
で
氏
祖
と
さ
れ
る
大
浦
光
信
の
菩
提
を
弔

う
た
め
'
子
の
盛
信
が
種
里
村

(硯
鯵
ヶ
沢
町
)
に
創
建
し
た
と
さ
れ
る
｡
そ
の
後

居
城
の
移
転
に
と
も
な

い
'
為
信
の
代
に
賀
田
村

(硯
岩
木
町
)
'
さ
ら
に
堀
越

(硯
弘
前
市
)
に
移
転
.
次
い
で
二
代
信
枚
に
よ
る
弘
前
城
築
城
に
よ
-
慶
長
年
間

に
現
在
地
に
移

っ
て
い
る
｡
三
代
信
義
の
時
に
藩
主
家
の
宗
旨
が
天
台
宗
に
改
め
ら

れ
た
た
め
'
菩
提
寺
が
報
恩
寺
に
移

っ
た
が
'
文
政
八
年
に
は
光
信
の
三
百
回
忌
'

安
政
三
年
に
は
為
信
の
二
五
〇
回
忌
の
大
法
会
が
行
わ
れ
る
な
ど
､
そ
の
後
も
先
祖

崇
拝
の
中
心
寺
院
と
し
て
の
位
置
を
占
め
て
い
た
｡
報
恩
寺

(天
台
宗
)
は
信
義
の

菩
提
を
弔
う
た
め
明
暦
二
年
に
信
政
が
創
建
｡
長
勝
寺
に
代
わ

っ
て
津
軽
家
の
菩
提

寺
と
な
る
と
と
も
に
領
内
天
台
宗
の
僧
録
所
で
も
あ

っ
た
｡
開
山
は
寛
永
寺
内
に
あ

る
津
軽
家
の
江
戸
に
お
け
る
菩
提
寺
の
津
梁
院
か
ら
分
骨
を
報
恩
寺
に
持
参
し
た
本

好
｡
三
代
か
ら

一
一
代
ま
で
歴
代
藩
主
の
菩
提
寺
と
し
て
尊
崇
さ
れ
て
い
る
｡
革
秀

寺

(曹
洞
宗
)
は
二
代
信
枚
が
為
信
の
菩
提
を
弔
う
た
め
位
牌
所
と
し
て
創
建
し
た

と
さ
れ
'
藩
祖
為
信
の
廟
所
と
し
て
歴
代
藩
主
の
崇
敬
が
厚
か

っ
た
｡
津
梁
院

(天

台

宗

)

は
寛
永
寺
開
山
天
海
の
弟
子
で
あ

っ
た
信
枚
が
葬
ら
れ
た
浅
草
常
福
寺
か
ら
'

寛
永
年
間
に
そ
の
霊
を
信
義
が
移
し
て
創
建
し
た
寺
院
で
あ
り
'
以
後
江
戸
に
お
け

(4
)

る
津
軽
家
の
菩
提
寺
と
な

っ
て
い
る
｡

以
上
が
御
告
先
と
な

っ
て
い
る
寺
院
の
概
要
で
あ
る
が
'
何
れ
も
津
軽
家
の
祖
先

崇
拝
の
中
心
寺
院
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
宗
派
は
曹
洞
宗
と
天
台
宗
で
あ
る
が
'

と
も
に
藩
主
家
の
宗
旨
で
あ

っ
た

(曹
洞
宗
1
天
台
宗
)
こ
と
も
そ
の
背
景
に
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
｡
さ
ら
に
､
津
軽
氏
の
氏
祖
と
さ
れ
る
光
信
か
ら
二
代
信
枚
ま
で
の

長
防
寺

･
革
秀
寺
と
'
三
代
信
義
以
降
の
国
元
に
お
け
る
報
恩
寺
及
び
江
戸
に
お
け

る
津
梁
院
に
区
分
さ
れ
る
｡
た
だ
し
前
者
は
長
勝
寺
が
創
建
時
の
事
情
か
ら
主
要
な

菩
提
所
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

さ
て
表
6
は

｢御
告
御
用
｣
初
出
の
正
徳
二
年
か
ら
文
政
二
年
ま
で
の
御
用
回
数

8



に
つ
い
て
'
そ
の
内
訳
を
御
告
先
ご
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
｡
御
告
先
が
併
記

さ
れ
て
い
る
所
は
'
同
じ
内
容
の
御
告
が
同
じ
日
に
そ
れ
ぞ
れ
実
施
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
｡
こ
の
表
か
ら
読
み
取
れ
る
主
な
点
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
｡

a
.
寛
政
年
間
ま
で
の

｢御
菖
御
用
｣
は
高
照
神
社
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
o

b
.
享
和
年
間
以
降
､
御
告
先
に
長
勝
寺
が
加
わ
-
､
以
後
長
勝
寺
と
高
照
神
社

へ
の

｢御
告
御
用
｣
が
基
本
と
な
る
LI

c
.
報
恩
寺
と
草
秀
寺
に
つ
い
て
は
単
独
の

｢御
告
御
用
｣
は
見
ら
れ
ず
､
ま
た

回
数
も
極
め
て
少
な
い
｡

d
.
津
梁
院
に
つ
い
て
は
全
て
単
独
の

｢御
告
御
用
｣
で
あ
る
｡

ま
た
文
化
六
年

以
降
継
続
性
が
見
ら
れ
る
｡

以
上
の
諸
点
で
あ
る
が
､
具
体
的
に
こ
れ
ら
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
｡

ま
ず

a
･
b
に
つ
い
て
｡
史
料
31
に
よ
れ
ば
､
既
に
天
明
六
年
に
八
代
信
明
婚
礼

に
つ
い
て
長
勝
寺
と
高
照
神
社
に
名
代
が
遣
わ
さ
れ
て
い
る
が
､
｢御
告
｣
の
文
言

も
な
-
､
『国
日
記
』
の
他
の

｢御
告
御
用
｣
に
関
す
る
記
載
と
比
較
す
れ
ば
､
長

勝
寺

･
高
照
神
社

へ
の
御
告
併
記
の
初
出
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
そ
の
初
出
は

享
和
二
年

l
〇
月

1
五
日
の
江
戸
表
大
川
端
御
抱
屋
敷
拝
領
地
に
関
す
る

｢御
告
御

用
｣
で
あ
る

(史
料
34

)

｡
ま
た

『国
日
記
』

へ
の
記
載
の
仕
方
で
あ
る
が
'
a
の

段
階
ま
で
は
高
照
神
社

｢御
告
書
付
｣
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

｢御
告
之
覚
｣
が
そ
の

ま
ま
記
載
さ
れ
て
い
る
が

(史
料
30

･32
･
33
等
)
､
b
の
段
階
以
降
そ
れ
は
見
ら

れ
ず
､

一
般
的
な

『国
日
記
』
の
記
載
の
中
で

｢右

二
付
｣
と
し
て
御
告
先
と
勤
仕

者
名
が
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

(史
料
38

･
39
等
)
｡
簡
略
化
の
方
向
で
あ
る
が
､

こ
れ
は

｢御
告
御
用
｣
の
回
数
の
増
加
と
そ
れ
に
と
も
な
う
藩
政
に
お
け
る

一
般
化
､

さ
ら
に
は
定
型
化
が
こ
の
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
前
章
で
述
べ
た
所
の
'

｢御
告
御
用
｣
の
本
格
化
が
享
和
年
間
以
降
で
あ
る
と
い
う
点
を
補
完
す
る
｡
さ
ら

に

『国
日
記
』
中
に
見
え
る
御
告
先
の
記
載
順
が
全
て
長
勝
寺
1
高
照
神
社
の
順
に

な

っ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
｡
｢御
告
御
用
｣

は
高
照
神
社
か
ら
始
ま

っ
た
ち

の
の
､
長
勝
寺
が
加
わ

っ
た
こ
と
で
､
御
告
先
の
筆
頭
が
長
勝
寺
に
定
め
ら
れ
た
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
り
す
な
わ
ち
､
こ
の
時
点
で
御
告
先
の
基
本
線
が
確
定
し
､

｢御
告
御
用
｣
本
格
化
の
段
階
に
入
っ
た
の
で
あ
る
o

c
に
つ
い
て
｡

報
恩
寺

へ
の

｢御
告
御
用
｣
が
少
な
い
の
は
､
先
述
し
た
よ
う
に

三
代
藩
主
以
降
菩
提
寺
と
な

っ
た
寺
で
あ

っ
た
こ
と
が
そ
の
理
由
だ

っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
｡

す
な
わ
ち
､
御
告
は
藩
主
が
祖
先
に
対
し
て
行
う
こ
と
が
本
筋
で
あ

-
'
津
軽
氏
の
氏
祖
に
直
接

つ
な
が
る
長
勝
寺
が
最
も
そ
の
対
象
と
し
て
ふ
さ
わ
し

い
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
前
述
の
､
長
勝
寺
が

高
照
神
社
の
上
位
に
位
置
付
け
ら
れ
た
点
と
も
連
動
す
る
｡
史
料
41
-
①
で
は

｢長

勝
寺

･
高
岡

･
報
恩
寺
｣
の
順
に
な

っ
て
い
る
｡
た
だ
し
､
ど
の
よ
う
な
場
合
に
報

恩
寺
が
御
告
先
と
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
明
確
に
し
得
な
い
｡
報
恩
寺

へ
の
御
告
は

文
化
二
年
五
月
二
六
日

(史
料
35
)
に

｢両
御
寺

(長
勝
寺
と
報
恩
寺
)
｣
と
し
て

出
て
-
る
の
が
最
初
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
七
万
石
高
直
-
に
関
し
て
の
も
の
で
あ
-
､

ま
た
次
に
御
告
が
命
じ
ら
れ
た
文
化
六
年
二
月
三

〇
日
の
内
容
は
七
代
藩
主
室
の
貞

寿
院
逝
去
に
関
す
る
も
の
で
あ
り

(史
料
41
-
①
)
､
内
容
的
に
は
報
恩
寺
に
特
定

さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
よ
-
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
､

貞
寿
院
逝
去
に
つ
い
て
､
長
勝
寺

･
高
照
神
社

･
報
恩
寺
に

｢御
告
御
用
｣
が
命
じ

ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
実
施
日
の
同
年
三
月
二
目
に
は
報
恩
寺
に
お
い
て

｢御

告
御
用
｣
が
行
わ
れ
な
か

っ
た
と
い
う
点
で
あ
る

(史
料
41
-
②
)
｡
何
故
当
初
の

御
告
先
か
ら
外
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
明
確
に
で
き
る
史
料
を
も
た
な
い
が
､
こ
れ
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以
後
'
御
告
先
に
報
恩
寺
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
'
及
び
文
化
五
年

二

一月
の

一
〇
万

石
高
直
り
に
関
す
る
御
告
先

(同
六
年

一
月
二
〇
日
実
施
t
F.国
日
記
』
同
日
条
)

に
も
報
恩
寺
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
考
え
る
と
'
文
化
二
年
五
月
の

｢御
告

御
用
｣
が
唯

山
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
O
七

万
石
高
直
-
は

｢御
告
御
用
｣
開
始
以
来
'
藩
主
家
に
と

っ
て
は
最
大
の
吉
事
で

あ

っ
た
こ
と
か
ら
､

一
旦
は
報
恩
寺

へ
の
御
告
を
実
施
し
た
も
の
の
'
以
後
は
長
勝

寺
と
高
照
神
社
に
限
定
す
る
形
を
と

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

次
に
革
秀
寺
に
つ
い
て
で
あ
る
が
'
文
化
三
年
七
月
二
五
日
の

｢御
吉
｣
(史
料

36
)
の

一
度
だ
け
で
あ
る
｡

こ
の
内
容
は
藩
祖
為
信
の
二
百
回
忌
に
つ
い
て
の
も
の

で
あ
-
'
従

っ
て
為
信
の
位
牌
所
で
あ
る
同
寺

へ
も
御
告
が
行
わ
れ
た
と
考
え
る
の

が
自
然
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
御
告
内
容
に
よ
っ
て
革
秀
寺
が
御
吉
先
と
な

っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
り
'
恒
常
的
な
御
告
先
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

以
上
'
報
恩
寺
と
草
秀
寺
に
関
し
て
は
'
特
定
の
内
容
を
も

っ
た
時
の
御
告
先
で

あ
-
'
し
か
も

一
回
き
-
の

｢御
告
御
用
｣
で
あ

っ
た
と
言
え
る
｡

勤
仕
者
に
つ
い

て
は
前
章

(三
)
で
述
べ
て
お
い
た
が
'
報
恩
寺
と
革
秀
寺
が
御
告
先
に
加
え
ら
れ

た
時
は
何
れ
も
家
老
が
こ
れ
を
勤
め
て
い
る
｡

家
老
に
よ
る
御
告
は
表
5
に
よ
れ
ば

五
回
し
か
な
い
が
'
長
勝
寺
の
二
回
は
報
恩
寺

(文
化
二
年
)
と
革
秀
寺

(文
化
三

午
)
と
と
も
に
行
わ
れ
た
時
の
も
の
で
あ
-
'
高
照
神
社
の

一
回
は
文
化
六
年
'
報

恩
寺
が
御
告
先
か
ら
外
さ
れ
た
時
の
も
の
で
あ
る
｡

す
な
わ
ち
こ
の
勤
仕
者
か
ら
も
'

特
定
の
内
容
に
限

っ
て
報
恩
寺
と
革
秀
寺
が
御
告
先
に
加
え
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

従

っ
て
こ
の
C
の
特
徴
か
ら
も
'
御
告
先
の
基
本
は
長
勝
寺

と
高
照
神
社
で
あ

っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

d
に
つ
い
て
｡
津
梁
院
は
江
戸
に
お
け
る
津
軽
家
の
菩
提
寺
で
あ
-
'
ま
た
御
告

内
容
で
見
た
よ
う
に
江
戸
で
の
出
来
事
も
多

い
こ
と
か
ら
'
御
告
先
に
選
定
さ
れ
た

と
し
て
も
何
ら
不
思
議
は
な
い
り
史
料
4

･
43
は
'
津
梁
院
で
の

r御
告
御
用
｣
に

つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
に
よ
れ
ば
'
ま
ず
津
梁
院
に
お
い
て

｢相
勤
申

候
｣
と
し
て

l御
告
御
用
｣
が
実
施
さ
れ
た
旨
が
記
載
さ
れ
'
次
に
長
勝
寺

二
日同
照

神
社
に
お
い
て
も

｢可
被
仰
付
候
｣
と
し
て
指
示
が
出
さ
れ
'
そ
の
結
果
'
翌
日
以

降
'
長
勝
寺

･
高
照
神
社
に
お
い
て

｢相
勤
之
｣
と
し
て
実
施
さ
れ
た
旨
が
記
載
さ

れ
て
い
る
｡

表
6
に
見
え
る
文
化
八
年
以
降
の
津
梁
院
に
お
け
る
御
告
内
容
も
す
べ

て
同
様
で
あ
-
'
｢津
梁
院
1
長
勝
寺

･
高
照
神
社
｣
と
い
う
流
れ
が
見
て
と
れ
る
｡

ま
た
史
料
42
の

｢長
勝
寺

･
高
岡
御
告
之
俵
前
々
之
通
可
被
仰
付
候
｣
と
'
史
料
43

の

｢其
御
地
御
告
之
儀
前
々
之
通
可
被
仰
付
候
｣
と
は
全
-
同
義
で
あ
る
こ
と
か
ら
'

国
元
で
の
御
告
先
は
長
勝
寺
と
高
照
神
社
で
あ
-
'
そ
こ
で
の
御
告
は
既
に
固
定
化

さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
｡

史
料
45
が
そ
の
よ
い
例
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
し
'

常
に

｢津
梁
院
1
長
勝
寺

二
日向
照
神
社
｣
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
あ

っ
た
と
結
論
づ
け

る
に
は
'
津
梁
院

へ
の
御
吉
回
数
が
全
体
比
で
あ
ま
り
に
も
少
な
過
ぎ
る
｡
し
か
し

な
が
ら
'
津
梁
院
で
の
御
告
内
容
が
'
藩
主
家

(細
分
類
①
③
)
と
将
軍
家

(同
⑤

⑦
)
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
､
国
元
で
の
御
告
先
が
長
勝
寺
と
高

照
神
社
に
確
定
し
て
以
降
は
'
御
告
内
容
に
規
定
さ
れ
な
が
ら
も
'
御
告
行
為
が
江

戸
の
津
梁
院
に
ま
で
敷
延
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
｡

『国
日
記
』

へ
の
記
載
に
お
け
る
長
勝
寺

エ
ロ同
照
神
社

へ
の
御
告
の
初
出

(享

和
二
年
)
と
津
梁
院

へ
の
御
吉
の
初
出

(文
化
六
年
)
の
時
間
差
は
'
こ
の
点
か
ら

来
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

な
お

『国
日
記
』
に
は
全
-
見
ら
れ
な

い
も
の
の
'
｢長
勝
寺

･
高
照
神
社
1
津
梁
院
｣
と
い
う
逆
の
流
れ
も
当
然
あ

っ
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
｡

こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
史
料
調
査
が
必
要
と
な
る
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が
'
現
段
階
で
は
'
長
陣
寺

･
高
照
神
社

へ
の

｢御
吉
御
用
｣
が
基
本
で
あ
る
と
い

う
点
'
国
元
の
菩
提
寺
で
あ
る
報
恩
寺
で
さ
え
御
告
先
か
ら
除
か
れ
て
い
る
と
い
う

点
か
ら
'
そ
の
可
能
性
は
少
な
-
'
あ

っ
た
と
し
て
も
頻
度
的
に
は

｢津
梁
院
1
長

勝
寺

･
高
照
神
社
｣
よ
り
は
少
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
｡

以
上
'
表

6
を
も
と
に
御
菖
先
に
つ
い
て
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
'
報
恩
寺

･

革
秀
寺

へ
の
御
告
に
つ
い
て
は
そ
の
内
客
か
ら
き
て
い
る
も
の
で
あ
-
､
ま
た
津
梁

院
は
長
勝
寺
と
高
照
神
社

へ
の
御
吉
が
確
完
し
て
以
後
'
江
戸
に
お
け
る
御
告
先
と

し
て
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
(∴

従
っ
て
､
御
菖
先
は
長
勝
寺
と
高
照
神
社
が
基

本
で
あ
り
､
長
勝
寺
が
御
告
先
に
加
わ
り
､
か
つ

｢御
告
御
用
｣
に
お
い
て
高
照
神

社
の
上
位
に
位
置
し
た
享
和
年
間
以
降
'
本
格
的
に

｢御
告
御
用
｣
が
開
始
さ
れ
た

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
の
意
味
で

｢御
告
御
用
｣
は
藩
主
家
の
宗
旨
如
何
で
そ

の
御
告
先
が
決
ま

っ
た
の
で
は
な
-
'
津
軽
家
の
祖
先
に
直
接

つ
な
が
っ
て
い
る
菩

提
寺
と
し
て
の
長
勝
寺
が
最
も
重
要
な
御
告
先
と
し
て
選
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
な

お
'
高
照
神
社

へ
の
御
告
に
つ
い
て
は
'
正
徳
年
間
以
降
の
継
続
性
は
も
ち
ろ
ん
で

あ
る
が
'
本
稿
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
へ
同
社
の
建
立
さ
れ
た
高
岡
の
地
に
は
､
藤

原
氏
の
氏
神
を
配
る
小
社
が
あ

っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
'
藤
原
姓
を
名
乗

っ
た
普

軽
氏
に
と

っ
て
は
祖
先
崇
拝
に
直
接
つ
な
が
る
神
社
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た

か
ら
と
考
え
ら
れ
る
｡

た
だ
し
'
四
代
信
政
の
そ
の
後
の
神
格
化
に
つ
い
て
の
問
堰

も
含
み
､
今
後
こ
の
視
角
か
ら
の

｢御
告
御
用
｣
の
検
討
も
必
要
と
さ
れ
る
が
'
こ

れ
に
つ
い
て
は
課
題
と
し
て
お
き
た
い
｡

(
二
)
｢御
告
御
用
｣
の
実
際

こ
こ
で
は
'
｢御
吉
御
用
｣
が
ど
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
実
施
さ
れ
て
い
っ
た
の

か
に
つ
い
て
見
て
い
-
こ
と
に
す
る
O

ま
ず
'
勤
仕
者
で
あ
る
が
'
前
章
で
既
に
検
討
し
た
よ
う
に
'
家
老
は
特
別
と
し

て
'
両
組
頭
の

｢申
合
｣
を
も
と
に
'
ま
た
高
照
神
社
の
場
合
は
祭
司
役
を
含
め
て

選
定
さ
れ
る
｡

勤
仕
者

へ
の
申
し
渡
し
は
'
史
料
38

(文
化
四
年
)
に
顕
著
に
示
さ

れ
る
が
'
そ
れ
ぞ
れ
の
御
告
内
容
ご
と
に
'
ま
た
御
告
先
ご
と
に
な
さ
れ
て
お
り
'

史
料
30
で
は
実
施
日
の
前
日
に

｢切
封
之
切
紙
｣
'
あ
る
い
は

｢書
状
｣
'
史
料

32
-

②
で
も
や
は
-
前
日
に

｢手
紙
｣
を
も

っ
て
申
し
付
け
て
い
る
｡

こ
の
場
合
'
何
れ

も

｢御
告
御
用
｣
実
施
日
で
あ
る
翌
日
の
日
付
の
入

っ
た

｢別
紙
｣
'
す
な
わ
ち
折

紙
の

｢御
告
書
付
｣
も

一
緒
に
遣
わ
さ
れ
て
い
る
｡
な
お

｢書
状
｣
と

｢手
紙
｣
は

同
義
で
あ
-
そ
の
時
勤
仕
者
に
当
て
ら
れ
た
祭
司
が
高
岡
に
居
た
こ
と
か
ら
こ
の
手

段
が
取
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

直
接
家
老
か
ら
仰
せ
付
け
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
､

史
料
37
で
は
'
同
じ
内
容
で
は
あ
る
が
'
長
勝
寺

へ
の
高
倉
六
郎
次
郎

(御
手
廻
組

顔
)
は
芙
蓉
之
間
'
高
照
神
社

へ
の
後
藤
理
右
衛
門

(祭
司
)
は
鷺
之
問
で
仰
せ
付

け
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
場
合

｢御
告
書
付
｣
は
こ
の
時
に
渡
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
､
従

っ
て

｢御
告
書
付
｣
は
藩
の
書
き
役
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
｡

御
告
実
施
日
と
勤
仕
者
が
決
ま
る
と
'
史
料
32
-
①

･
44
に
あ
る
よ
う
に
'
｢諸

事
差
支
無
之
様
｣
に
関
係
者
に
対
し
て
手
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
史
料
44
に
よ
れ

ば
､
長
勝
寺
の
場
合
は
寺
社
奉
行
'
高
照
神
社
の
場
合
は
祭
司
と
在
番
御
使
番
が
担

当
し
て
い
る
｡
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勤
仕
者

へ
の
対
応
は
か
な
-
儀
式
的
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
り
'
文
化
五
年
の
史
料

40の
後
半
部
分
に
よ
れ
ば
長
陽
寺
に
両
組
頭
が

｢御
告
御
用
｣
で
来
た
時
は

｢玄
関

式
台
江
罷
出
､
高
岡
同
様
両
手
を
突
'
頭
を
下
ケ
罷
有
候
様

こ
被
仰
付
｣
て
い
る
｡

ま
た

｢高
岡
同
様
｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
'
長
勝
寺
の

｢御
告
御
用
｣
は
高
照
神
社
を

先
例
と
し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
O
た
だ
し
同
史
料
前
半
部
分
に
よ
れ
ば
'
そ
れ
は

長
勝
寺

へ
の

｢御
告
｣
が
開
始
さ
れ
た
直
後
か
ら
の
状
況
で
は
な
-
'
当
初
は

｢御

名
代
先
々
之
通
仕
候
｣
と
あ
り
'
そ
の
後

｢高
岡
御
告
御
用
振
合
二
両
相
勤
｣
と
な

り
'
こ
の
時
点
以
後

｢高
岡
同
様
｣
に
仰
せ
付
け
ら
れ
た
推
移
が
読
み
取
れ
る
｡

つ

ま
り
'
当
初
は
長
陽
寺
に
お
い
て

｢御
告
御
用
｣
の
先
例
が
無
か

っ
た
た
め
に
'
社

参
名
代
の
仕
方
に
倣

っ
て
い
た
が
､
｢御
告
御
用
｣
と
い
う
こ
と
で
高
照
神
社
に
倣

う
こ
と
に
し
た
も
の
の
'
間
違

い
が
あ

っ
て
ほ
な
ら
な
い
た
め
確
認
し
た
所
'
｢高

岡
同
様
｣
と
な

っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
享
和
二
年
の
開
始
か
ら
文
化
五
午

の
こ
の
時
点
ま
で
の
長
陽
寺

へ
の

｢御
告
御
用
｣
は
'
形
式
的
な
面
で
確
定
し
て
い

な
か

っ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
｡
表

6
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
長
勝
寺

へ
の

｢御

告
御
用
｣
は
文
化
三
年
ま
で
は
年

一
回
だ
け
で
あ
り
､
よ
う
や
-
翌
四
年
か
ら
そ
の

回
数
が
多
く
な

っ
て
い
る
｡
長
勝
寺
が
御
告
先
に
加
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
'
享
和

年
間
か
ら
本
格
的
に

｢御
告
御
用
｣
が
始
ま

っ
た
と
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
'
そ

の
形
式
が
確
定
し
て
き
た
の
は
'
少
し
遅
れ
て
文
化
四

･
五
年
か
ら
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
な
お
'
高
照
神
社
の
祭
司
に
お
い
て
は
'
神
事
と

と
も
に

｢御
告
御
用
｣
も
伝
授
の
対
象
と
な

っ
て
お
り

(史
料
47
)
'
そ
の
形
式
'

儀
式
の
方
法
は
単
純
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
'
寺
社
奉
行
の
戸
惑

い
も
大
き
か

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
ま
た
'
史
料
48
か
ら
両
組
頭
に
対
し
て
掃

除
小
人
の
貸
し
付
け
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
｡

単
純
な
形
式
が
採
ら
れ

な
か

っ
た
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
'
勤
仕
者
が

一
人
で
出
掛
け
た
と
は
考
え
に
く

-
'
相
応
の
従
者
を
引
き
連
れ
る
こ
と
が
必
要
だ

っ
た
の
で
あ
る
｡

次
に
'
御
告
内
容
の
決
定
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
｡

前
章

(三
)
で
も
述
べ
た
よ

う
に
､
史
料

49に
よ
れ
ば
'
内
容
に
は

｢品
｣
や
軽
重
が
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡

そ
し
て
そ
れ
が
'
御
吉
光
や
勤
仕
者
の
役
職
と
関
連
性
が
あ

っ
た
点
に
つ
い
て
も
逮

べ
て
き
た
所
で
あ
る
｡
従

っ
て
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
基
準
な
-
が
あ

っ
た
こ
と
が
伺

わ
れ
る
が
'
残
念
な
が
ら
そ
れ
を
示
す
史
料
は
見
当
た
ら
な
い
｡

丹
念
な
事
例
の
積

み
重
ね
が
必
要
な
わ
け
で
あ
る
が
､
管
見
の
限
り
で
は
そ
の
事
例
も
史
料
45
し
か
見

当
た
ら
な
い
｡

同
史
料
に
は
'
先
例
で
は
こ
れ
ま
で
将
軍
家
若
君
以
外
の
誕
生
に
つ
い
て
は
国
元

で
の
御
告
は
実
施
し
て
お
ら
ず
'
現
将
軍
の
家
慶
の
時
も

｢御
台
様
御
養
｣
で
あ

っ

た
こ
と
か
ら
そ
の
よ
う
に
し
て
き
た
｡
文
政
二
年
七
月
二
三
日
に
誕
生
し
た
家
慶
の

子
の
登
次
郎
に
つ
い
て
も
同
様
に
扱

っ
て
き
た
が
'
同
年
九
月
八
日
に
嘉
千
代
と
改

名
'
併
せ
て

｢御
簾
中
様
御
養
｣
と
御
広
め
が
あ
り
'
諸
事
若
君
同
様
の
扱

い
と

(5
)

な

っ
た
｡

そ
こ
で
用
人
へ
も
評
議
を
申
し
付
け
た
所
'
こ
の
こ
と
は
若
君
と
な

っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
-
'
何
れ
御
告
が
あ

っ
て
然
る
べ
き
内
容
で
あ
る
と
い
う
結
論

を
得
､
伺
い
を
立
て
た
結
果
'
若
君
同
様
の
扱
い
と
す
べ
き
仰
せ
が
あ
り
'

一
一
月

一
八
日
に
津
梁
院
で
御
告
を
実
施
し
'

二

一月
三
日
に
国
元
で
も
実
施
す
べ
き
旨
仰

せ
付
け
ら
れ
た
t
と
い
う
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
実
際
'
翌
四
日
に
長

勝
寺
と
高
照
神
社
に
お
い
て
御
告
が
行
わ
れ
て
い
る

(史
料
11
)
｡

こ
の
こ
と
か
ら
'
御
告
内
容
の
基
準
に
若
君
誕
生
が
あ
り
'
誕
生
と
い
う
項
目
に

つ
い
て
は
若
君
に
限
る
と
い
う
基
準
に
合
わ
な
い
場
合
に
は
'
御
吉
か
ら
除
外
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
基
準
が
'
多
-
の
項
目
に
お
い
て
も
完

1 2



め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
れ
で
は
ど
の
時
点
で
基
準
が
設
け
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
｡
事
例
的
に
は
同
史
料
の
み
で
あ
-
､
推
測
の
域
は
出
な
い
も
の
の
､
御

告
開
始
当
初
か
ら
こ
の
基
準
を
定
め
て
い
た
と
は
考
え
に
-
い
O
恐
ら
く
御
告
す
べ

き
よ
う
な
内
容
が
生
じ
た
時
に
､
そ
の
内
容
が
含
ま
れ
る
項
目
に
関
し
て
そ
の
都
皮

許

調

が
持

た
れ
､

〓
妃
の
基
準
を
定
め
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
O
右
の
辛

例

の
場

合
､
状
況
が
変
化
し
て
か
ら
結
論
が
出
て
実
施
に
移
さ
れ
る
ま
で
二
カ
月
以

上
要
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
､
そ
の
時
々
に
基
準
決
定
の
議
論
が
あ

っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
｡
そ
れ
故
に
先
例
の
詮
議
も
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
そ
の
最
拷

的
な
判
断
者
は
'
同
史
料
に
も
あ
る
よ
う
に
藩
主
で
あ

っ
た
｡
そ
れ
は
御
告
勤
仕
者

が
基
本
的
に
は
藩
主
の
名
代
で
あ

っ
た
と
い
う
点
か
ら
も
言
及
で
き
る
｡
ま
た
具
体

的
な
検
討
は
家
老
に
よ

っ
て
行
わ
れ
'
時
と
し
て
用
人
も
加
わ

っ
て
い
た
こ
と
も
同

史
料
か
ら
知
ら
れ
る
｡
従

っ
て
勤
仕
者

へ
の
申
し
渡
し
が
家
老
か
ら
で
あ

っ
た

(史

料
37
)
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
る
と
､
御
告
内
容

･
御
告
先

･
勤
仕
者
の
決
定
な
ど
､

｢御
告
御
用
｣
の
根
幹
に
い
た
の
は
家
老
で
あ

っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
O
御
告
内
容
に
よ
っ
て
は
家
老
が
勤
仕
者
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
-
'
｢御
告
御

用
｣

の
差
配
は
家
老
に
よ

っ
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

お
わ
り
に

以
上
､
高
照
神
社
蔵

｢御
告
書
付
｣
と

『国
日
記
』
の

｢御
告
御
用
｣
関
係
記
事

の
分
析
を
通
し
て
'
｢御
告
御
用
｣
の
基
礎
的
な
考
察
を
行

っ
て
き
た
｡
最
後
に
､

藩
政
上

｢御
告
御
用
｣
が
ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
を
も
つ
の
か
､
そ
の
意
義
に
つ
い

て
見
通
し
を
述
べ
て
み
た
い
｡

(6
)

こ
の
場
合
'
参
考
と
し
た
い
の
が
長
谷
川
成

一

｢近
世
北
奥
大
名
と
寺
社
｣

で

あ
る
.
氏
は
弘
前
八
幡
宮
文
書

(弘
前
大
学
蔵
､
元
禄
六
年

-
明
治
四

一
年
)
に
見

ら
れ
る
祈
祷
内
容
と
そ
の
回
数
の
分
析
を
行

い
'
寛
政
元
年
以
降
の
祈
祷
内
容
に
蝦

夷
地
渡
海
安
全
祈
祷
と
国
家
安
全
祈
祷
が
加
わ
り
'
さ
ら
に
蝦
夷
地
警
備
が
本
格
的

に
始
動
し
た
寛
政
九
年
以
降
の
蝦
夷
地
渡
海
安
全
祈
祷
が
藩
主
平
癒
祈
祷
と
同
格
の

重
き
祈
祷
と
な

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
藩
当
局
が
体
制
的
危
機
杏

回
避
す
る
願
望
を
込
め
て
命
じ
た
も
の
が
祈
祷
で
あ
-
､
そ
の
遂
行
が
寺
社
の
役
務

で
あ
る
と
し
､
蝦
夷
地
警
備
に
お
い
て
そ
の
寺
社
の
役
務
が
環
も
顕
著
に
遂
行
さ
れ

た
と
し
て
い
る
｡
周
知
の
よ
う
に
､
弘
前
藩
の
蝦
夷
地
出
兵
は
､
寛
政
元
年
の
国
倭

騒
動
'
同
四
年
の
ラ
ク
ス
マ
ン
来
航
に
よ
る
派
兵
下
命
を
経
て
､
同
九
年
以
降
蝦
秦

地
常
温
を
強
制
さ
れ
る
勤
番
体
制
が
し
か
れ
る
｡
す
な
わ
ち
'
弘
前
八
幡
宮
の
祈
祷

内
容
に
も
こ
の
動
向
が
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

｢御
告
御
用
｣
も
ま
た
､
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
､
御
告
回
数
や
御
告
先
の

固
定
化
か
ら
し
て
そ
の
本
格
化
は
享
和
年
間
以
降
で
あ
-
､
さ
ら
に
御
告
内
容
か
ら

見
て
も
'
祈
祷
内
容
の
変
化
と
同
様
'
そ
の
背
景
に
蝦
夷
地
警
備
が
本
格
化
し
て
い

た
状
況
が
あ

っ
た
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

こ
の
時
期
の
藩
主
は
弘
前
藩
寛
政
改
革
を
実
施
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
九
代
寧
親
｡

改
革
の
中
心
政
策
は

｢藩
士
土
着
｣

政
策
で
あ
る
が
､
そ
の
背
景
に
は
や
は
り
蝦
秦

(｢⊥

地
警
備
の
問
題
が
あ

っ
た
｡
結
果

は
失
敗
に
終
わ
る
が
'
そ
の
後
の
蝦
夷
地
警
備

を
精
神
面
で
強
化
し
て
い
-
万
策
の
中
に
'
こ
の

｢御
告
御
用
｣
が
導
か
れ
て
き
た

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
史
料

I
に

｢
越
中
守
津
軽
寧
親

公
へ
文
化
七
年
随
神
御
門
ヲ
建
設
セ
ラ
レ
､
同
十
年
御
廟
所
御
門
ヲ
建
設
セ
ラ
レ
テ

ヨ
リ
､
愈
設
備
完
成
ス
ル
こ
至
り
ヌ
､
此
他
婁
々
修
繕
ヲ
加
フ
ル
等
､
神
威
発
揚
ラ
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シ
テ
遺
憾
ナ
カ
ラ
シ
ム
｣
と
あ
る
O
こ
こ
に
見
ら
れ
る

｢神
威
発
揚
｣
は
後
世
の
秤

価
で
は
あ
る
が
'
蝦
夷
地
警
備
の
中
で
'
長
谷
川
氏
の
指
摘
す
る
､
藩
体
制
の
維

持

･
強
化
の
た
め
に
寺
社
が
積
極
的
に
参
加
さ
せ
ら
れ
て
い
く
状
況
と
重
ね
合
わ
せ

た
と
き
､
こ
の

｢神
威
発
揚
｣
は
極
め
て
意
図
的
な
政
策
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
祈
祷
内
容
の
変
化
と
同
様
'
｢御
告
御
用
｣
も
ま

た
対
外
危
機
を
契
機
と
し
た
藩
国
家
の
危
機

へ
の
対
応
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ

り
､
渚
国
家
に
お
け
る
対
外
的
危
機
認
識
を
収
蝕
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

注(-
)
史
料
I
t
及
び

言
同
照
神
社
』
(青
森
県
立
郷
土
館
特
別
展

｢高
照
神
社
宝

物
展
｣
図
録
､
平
成
四
年
六
月
)
｡

(2
)
言
同
照
神
社
所
蔵
品
目
録
』
で
は
'
二
五
三
件
二
五
六
通
と
し
て
い
る
が
､

史
料
番
号

B
-

7
-
1-7
は
'
年
月
日
は
同
じ
で
あ
る
が
'
内
容
の
異
な
る
二
通

と
な

っ
て
お
り
､
本
稿
で
は
二
五
七
通
と
し
て
扱

っ
て
い
-
｡

(3
)
長
谷
川
成

一
校
訂

『御
用
格

(寛
政
本
)』
上
巻
'
弘
前
市
'
平
成
三
年
｡

(4
)
角
川
書
店

三
円
森
県
地
名
大
辞
典
』
(角
川
日
本
地
名
大
辞
典
2
)'
平
凡
社

三
日
森
県
の
地
名
』
(日
本
歴
史
地
名
体
系
2
)､
東
奥
日
報
社

三
日
森
県
百
科

事
典
㌔

(5
)
新
訂
増
補
国
史
大
系

『積
徳
川
実
紀
第
二
篇
』
二
七
頁
､
吉
川
弘
文
館
'
昭

和
五
七
年
｡

(6
)
『日
本
近
世
史
論
叢
上
巻
』
尾
藤
正
英
先
生
還
暦
記
念
会
編
'
吉
川
弘
文
館
'

山
九

八
四

年

｡

(7
)
浅
倉
有
子

｢家
中
軍
役
規
定

の
改
変
と
蝦
夷
地
出
兵
｣

(

長
谷
川
成

〓
絹

LF津
軽
藩
の
基
礎
的
研
究
』
国
書
刊
行
会
'

1
九
八
四
年
)､

拙
稿

｢寛
政
改

革
と
藩
士
土
着
政
策
｣
(同
)
､
譲
合

｢津
軽
藩
士

訂在
宅
』
政
策
に
つ
い
て
-

(長
谷
川
編

b

.北
奥
地
域
史
の
研
究
』
名
著
出
版
'

一
九
八
八
年
)

｡

[付
記
]

･
本
稿
は

1
九
九
二
年

l
二
月
六
日
､
弘
前
大
学
国
史
研
究
会
の
藩
政
史
研
究
会

で
の
報
告
を
も
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
｡
会
員
の
方
々
か
ら
貴
重
な
ご
意
見
を

い
た
だ
い
た
｡
ま
た

｢御
告
書
付
｣
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
'
高
照
神
社
氏
子
の
方
々

や
､
高
照
神
社
文
化
財
維
持
保
存
会
後
援
会
に
大
変
ご
便
宜
を
図
っ
て
い
た
だ
い
た
｡

記
し
て
感
謝
致
し
ま
す
｡
な
お
'
同
社
の
所
蔵
資
料
調
査
は
当
時
県
立
郷
土
館
研
究

員
で
あ
っ
た
福
井
敏
隆
氏
を
中
心
に
行
わ
れ
､
氏
の
転
勤
後
筆
者
に
引
き
継
が
れ
た

も
の
で
あ
る
が
'
そ
の
折

｢御
吉
書
付
｣

の
概
要
と
'
そ
の
分
析
の
必
要
性
を
ご
教

示
い
た
だ
い
た
こ
と
が
'
藩
政
史
研
究
会

で
の
報
告
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
｡
深
謝

致
し
ま
す
｡

･
本
稿
の
骨
格
部
分
に
つ
い
て
は
'
簡
単
で
は
あ
る
が
'
既
に

｢蝦
夷
地
警
備
と

北
奥
地
域
｣
(地
方
史
研
究
会
編

『北
方
史
の
新
視
座
-
対
外
政
策
と
文
化
-

』
雄

山
閣
'

一
九
九
四
年
)
に
お
い
て
'
蝦
夷
地
の
動
向
と
北
奥
地
域
の
動
向
が

1
体
化

し
て
い
た
こ
と
を
示
す

1
例
と
し
て
発
表
し
て
い
る
o
な
お
､
同
書
中
'
『国
日
記
』

御
吉
関
係
記
事
の
回
数
を
示
し
た
衷
3
を
本
稿
の
表
3
に
訂
正

(文
化
年
間
の
回
数

80
1
74
､
合
計
4-4
1
4-8
)
す
る
と
と
も
に
'
注

(6
)
に
お
い
て
本
稿
が
本
誌
九
七

号
に
掲
載
予
定
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
本
号
へ
の
掲
載
と
な
っ
た
こ
と
を
お
詫

び
致
し
ま
す
｡

(た
き
も
と

･
ひ
さ
ふ
み

青
森
県
広
報
広
聴
課
総
括
主
査
)

14



史
料
-

(大
正
五
年

｢神
社
創
設
ノ
由
来
｣
高
照
神
社
蔵
)

宝
永
七
年
十
月
'
弘
前
城
主
津
軽
信
政
公
弘
前
城
二
逝
去
セ
ラ
ル

､
ヤ
'
其
子
土

佐
守
信
寿
公
､
其
ノ
遺
志

二
碁

ツ
キ
､
同
年
十
二
月
当
地

へ
神
葬
'
正
徳
二
年
当

二･
)

l.,り]

社
建
設
'
其
ノ
英
霊
ヲ
鎮
維
セ
ラ
シ
■'
以
来
､
始
終
惟

･i
神
道
ノ
式
典

二
依
り
､

祭
事

ヲ
行

ヘ
リ
'

(中
略
)

明
治
E
]年
碇
藩
置
県
ノ
制
ヲ
布
カ
ル

‥

i至
ル
迄
'
旧
藩
主
津
軽
家
ノ
代
々
宗
廟

ー
シ
テ
直
祭
崇
敬
セ
ラ
ル

､
処

二
シ
テ
､
毎
年
正
月
御
大
刀
御
馬
代
ヲ
奉
納
セ
ラ

レ
'
常

こ
神
馬

ヲ
飼
養
シ
大
祭

こ
ハ
械
ヲ
踊
シ
'
奉
幣
鳴
弦
神
楽
ヲ
奏
シ
'
神
局

牽
人
等

ヲ
行

ハ
レ
､
親
シ
ク
礼
拝
セ
ラ
ル
'

(中
略
)

享
保
十
三
年
'
信
寿
公
広
大
ナ
ル
祉
地
境
内

ヲ
定
メ
'
霊
地
ー
シ
テ
乞
食
非
人
ノ

徒
入
ル
ヲ
厳
禁
セ
ラ
レ
'
同
十
五
年

tt
ハ
神
領
ー
シ
テ
良
田
美
地
参
百
石
ヲ
寄
附

セ
ラ
ル
､
其
ノ
収
納

ハ
年
々
金

二
換

へ
'
城
中
御
金
蔵

二
納
メ
､
高
岡
御
用
金
ー

シ
テ
神
社
経
営
ノ
他

二
使
用
セ
ラ
ル
コ
ー
ナ
シ
'
若
シ
他

二
使
用
セ
ラ
ル
ル
コ
ト

ア
レ
バ
'
御
借
用
金
ー
シ
テ
他
日
返
還
補
充
セ
ラ
ル

､
ヲ
常
ー
ス
'
爾
来
代
々
ノ

藩
主
其
志
シ
ヲ
継
キ
テ
廃
セ
サ
リ
シ
カ
､
宝
暦
年
間
二
至
り
､
乳
井
貢
藩
政

二
関

与
セ
ル
ヤ
'

1
時
素
乱
ヲ
来
セ
シ
コ
ト
ア
ル
モ
､
数
年
ナ
ラ
ズ
シ
テ
旧

二
復
ス
ル

ヲ
得
タ
リ
､

(中
略
)

越
中
守
津
軽
寧
親
公
'
文
化
七
年
随
神
御
門
ヲ
建
設
セ
ラ
レ
'
同
十
年
御
麻
所
御

門
ヲ
建
設
セ
ラ
レ
テ
ヨ
リ
'
愈
設
備
完
成
ス
ル
こ
至
り
ヌ
､
此
他
婁
々
修
繕
ヲ
加

フ
ル
等
'
神
威
発
揚

ヲ
シ
テ
遺
憾
ナ
カ
ラ
シ
ム
ー
共

二
'

一
方
資
金
ノ
充
実
ヲ
計

リ
'
毎
年
蓄
積
シ
テ
明
治
時
代

二
重
ル
マ
テ
代
々
藩
主
其
ノ
志
ヲ
継
キ
'
永
続
シ

テ
絶

ユ
ル
コ
ー
ナ
ク
巨
額
ノ
資
金
倉
庫

二
充
テ
リ
ト
間
ケ
ー
モ
､
今
ヤ
其
支
途
ラ

審
カ
ニ
セ
ス
､
明
治
三
年
神
領
廃
止
セ
ラ
レ
､
倉
東
光
百
表
ヲ
給
セ
ラ
レ
､
尋
チ

止
メ
ラ
ル
'
是
レ
ヨ
リ
神
社
経
常
漸
次
困
難
陥
レ
リ
'
同
四
年
春
R
神
社
合
把
セ

ラ
レ
､
同
六
年

二
ハ
草
創
以
来
殆
ン
ト
二
百
年
社
地
境
内
ー
シ
テ
壮
厳
ヲ
保
チ
莱

リ
シ
数
十
町
歩
ノ
森
林
モ
亦
縮
少
セ
ラ
レ
テ
'
佳
カ
ニ
現
在
境
内
地

1
町
九
反
香

畝
歩
ヲ
残
ス
ノ
悲
況

二
陥
り
'
(中
略
)
'
同
年
社
格
ヲ
定
メ
郷
社

二
列
セ
ラ
レ
'

附
近
村
々
ノ
産
土
数
神
社
合
紀
シ
､
共
同
其
経
営

二
当
ル
コ
ト

､
ナ
リ
ク
レ
ー
'

旧
慣
容
易

二
脱
ス
ル
能

ハ
ズ
､
出
資
乏
シ
ク
宏
大
ナ
ル
社
殿
建
築
物
ヲ
有
ス
ル
当

社
到
底
其
維
持

二
堰

へ
ズ
'
僅
カ
ニ
旧
縁
二
依
り
伯
爵
津
軽
家

二
頼
リ
テ
修
繕
ノ

資

ヲ
請
ヒ
'
祭
典
費
ノ
補
助
ヲ
受
ク
ル
ー
錐
モ
'
次
第

二
荒
廃

二
帰
シ
'
祭
儀
亦

旧
ノ
如
ク
ナ
ラ
ズ
'
同
十
年
藩
祖
為
信
公
ノ
神
霊
ヲ
合
肥
セ
ラ
レ
テ
､
伯
爵
津
軽

l

衣
-
ノ
縁
故
ヲ
深
甚
ナ
ラ
シ
ム
ル
ー
共

こ
､
神
社
ノ
威
徳
愈
々
顕

ハ
ル
､
同
十
三

-

年
県
社

二
昇
格
セ
ラ
ル
'

史
料
2

(同
前
)

左
ノ
事
項

ハ
其
時
々
ヲ
シ
テ
神
前

二
報
告
セ
シ
ム
ル
ヲ
例
-
セ
リ
'

一
'
御
即
位

∴
朋
御

･
改
元
'

一
㌧
公
方
様
相
続

･
将
軍
宣
下

･
御
他
界

･
若
君
御
誕
生

･
御
任
官
'

右
ノ
外
､
重
キ
御
触
レ
ノ
事
'

一
'
御
順
見
使
御
領
内
御
順
見
'

l
､
当
神
社
に
関
ス
ル
凡
テ
ノ
出
来
事
'

一
'
藩
主

一
家
ノ
事

二
関
ス
ル
吉
凶
禍
福
'

一
切
ノ
出
来
事
'

一
㌧
其
他
京
都

･
江
戸

･
渚
内
等

二
間
ス
ル
重
ナ
ル
出
来
事
等
'



史
料
3

(享
和
元
年
､
表

I
NO

l
)

御
告
之
覚

先
月
十
三
日
'
数
姫
棟
､
森
右
兵
衛
佐
様
御
嫡
五
郎
佐
棟
江
衛
縁
組
､
御
願
之
過

被
仰
出
候
､
以
上
､

十
月
三
日

史
料
4

(文
化
四
年
､
表

-
N0
2
)

御
告
之
覚

奥
地
場
所
々
江
異
国
船
迫
々
参
着
致
候
趣
相
届
候
に
付
､
用
意
之
人
数
早
々
可
被

差
出
旨
､
去
ル
十
八
日
松
前
於
箱
館
表
､
羽
太
安
芸
守
様
よ
-
御
達
書
を
以
被
仰

付
候
､
以
上
､

五
月
廿
四
日

史
料
5

(文
化
四
年
､
表

-
N0
3
)

御
告
之
覚

屋
形
様
､
御
道
中
益
御
機
嫌
能
､
去
月
晦
日
､
被
遊
御
着
府
候
､
以
上
､

六
月
十
五
日

史
料
6

(文
化
六
年
､
表

-
N0
6
)

御
告
之
覚

屋
形
様
旧
隠
十
七
日
､
御
老
中
様
御
連
名
之
御
切
紙
御
到
来
､
翌
十
八
日
御
登
城

被
遊
候
庭
､
於
御
白
書
院
抹
頬
､
御
老
中
様
御
列
座
､
青
山
下
野
守
様
被
仰
渡
候

者
､
東
西
蝦
夷
地

一
円
之
警
護
､
此
方
横
井
南
部
大
膳
大
夫
様
江
永
々
被
仰
付
､

依
之
御
領
分
御
高
拾
万
石
御
直
被
下
置
､
且
叉
四
品
被
仰
付
､
愈
入
精
相
励
可
申

旨
被
仰
涯
候
､
以
上
､

正
月
三
日

史
料
7

(文
化
七
年
､
表
-
N0
10
)

御
告
之
覚

当
月
就
御
大
祭
､
随
身
御
門
御
取
建
被
仰
付
候
､

七
月
六
日

史
料
8

(文
化
八
年
､
表

I
NO
13
)

御
告
之
覚

正
月
十
六
日
､
於
江
戸
表
被
遊
御
拝
領
候
御
鷹
之
履
被
献
之
候
'
以
上
､

三
月
朔
日

史
料
9

(文
化

l
四
年
､
表

1
3
29
)

御
告
之
覚

屋
形
様
御
不
快
為
御
療
養
御
滞
府

二
付
､
為
御
名
代
津
軽
甲
斐
守
殿
被
差
下
度
儀
､

御
願
之
過
去
ル
四
日
甲
斐
守
殿
在
所
江
之
被
下
御
暇
､
蝦
夷
地
御
用
相
心
得
さ
せ
､

御
快
気
次
第
御
発
駕
御
国
着
之
上
､
甲
斐
守
殿
致
参
府
候
様
被
仰
出
候
旨
申
来
候
､

以
上
､六

月
廿
三
日

史
料
10

(文
化

一
四
年
､
表

-
N0
31
)

御
告
之
覚

九
月
廿

一
日
､
御
即
位

二
付
､
為
御
祝
儀
去
月
四
日
､
禁
裏
御
所

･
仙
洞
御
所

･

中
宮
御
所
江
御
使
者
を
以
御
進
献
物
首
尾
好
相
済
候
旨
申
来
之
候
､
以
上
､

十

一
月
六
日

史
料
H

(文
政
二
年
､
表
-
N0
42
)

御
告
之
覚

此
度
於
西
之
丸
､
御
男
子
様
御
誕
生
被
為
在
'
御
名
嘉
千
代
様
与
被
進
､
御
簾
中

16



様
御
養
御
弘
被
仰
出
候
段
申
来
候
､
以
上
'

十
二
月
四
日

史
料
l

(文
政

l.
〇
年
､
表

-
N0
61
)

御
告
之
覚

去
月
廿
日
､
柳
原
御
中
屋
鋪
就
御
用
衛
差
上
､
御
代
地
品
川
領
於
戸
越
村
被
遊
御

拝
領
候
､
以
上
'

七
月
九
日

史
料
l

(天
保
四
年
'
表

-
N0
65
)

御
告
之
覚

旧
隠
甘
七
日
'
屋
形
様
上
野
御
普
請
御
用
被
為
蒙
仰
候
'
以
上
へ

正
月
十
七
日

史
料
14

(安
政
四
年
､
表

-
N0
87
)

御
告
之
覚

去
月
十
三
日
､
以
上
使
屋
形
様
御
国
許
江
之
御
暇
被
仰
出
､
其
上
縮
緬
十
巻
'
白

銀
二
十
枚
被
遊
御
拝
領
､
右
為
御
礼
同
十
五
日
御
登
城
御
礼
首
尾
好
被
仰
上
御
悲

之
被
為
豪
上
意
候
､
以
上
'

四
月
七
日

史
料
15

(万
延
元
年
カ
､
表

-
N0
1-1
)

御
吉
之
覚

屋
形
様
今
般
上
野
御
位
牌
所
井
御
装
束
所
､
御
本
防
向
御
普
請
御
用
無
御
滞
被
為

済
､
右
御
用
被
遊
御
勤
候
付
'
去
月
十
五
日
､
御
時
服
被
遊
御
拝
領
候
､
以
上
､

十

一
月
廿

一
日

史
料
16

(文
久
三
年
へ
表

-
N0
1-7
)

御
告
之
覚

殿
様
来
子
年
へ
京
都
為
御
警
衛
､
四
月
よ
-
六
月
中
被
遊
御
在
京
候
様
'
御
書
付

を
以
被
蒙
仰
候
､
以
上
'

七
月
十

一
日

史
料
17

(文
久
三
年
､
表

1
.3
1-0
)

御
告
之
覚

殿
様
御
上
京
御
免
へ
箱
館
御
警
衛
及
御
領
分
之
防
禦
御
専
務
相
心
得
候
様
､
去
月

八
日
於
京
都
表
伝
奏
衆
よ
-
御
書
付
を
以
被
為
蒙
仰
候
､
以
上
'

十

一
月
十
五
日

史
料
18

(元
治
元
年
､
表

-
N0
1-2
)

御
告
之
覚

殿
様
御
不
快
御
快
方

二
付
'
去
月
廿
五
日
被
遊
御
出
勤
'
去
ル
朔
日
御
病
後
之
御

礼
井
御
暇
之
御
礼
首
尾
好
被
仰
上
候
､
以
上
､

五
月
十
八
日

史
料
19

(元
治
元
年
､
表

-
N0
1-6
)

御
告
之
覚

殿
様
浅
草
井
本
所
御
蔵
御
警
衛
被
為
豪
仰
候
'
以
上
､

八
月
十
八

日

史
料
20

(元
治
元
年
､
表

-
N0
1-2
)

御
告
之
覚

殿
様
此
度
御
上
京
被
為
豪
仰
候
付
､
浅
草
井
本
所
御
蔵
御
警
衛
御
免
､
御
願
之
過

被
為
豪
仰
候
'
以
上
､

17



十
二
月
甘
七
日

史
料
21

(慶
応
四
年
､
表

1
,3
1
)

御
告
之
覚

殿
様
今
度
正
月
三
日
以
来
'
於
伏
見
辺
大
戦
争
之
趣
被
及
御
聞
候
間
'
人
数
召
逮

早
々
被
遊
御
参
府
候
様
被
仰
出
候
'
以
上
'

二
月
朔
日

史
料
22

(明
治
元
年
､
表
1
NO
1-9
)

御
告
之
覚

今
般
就
御
即
位
､
為
御
祝
儀
'
九
月
朔
日
禁
裏
御
所

･
大
宮
御
所
江
御
使
者
を
以

御
進
献
物
首
尾
好
相
済
候
旨
申
来
候
､
以
上
'

十

一
月
廿
四
日

史
料
23

(明
治
元
年
'
表
1
NO
1-0
)

御
告
之
覚

去
月
五
日
､
於
京
都
表
非
蔵
人
口
江
出
頭
可
致
旨
御
切
紙
到
来
二
付
'
同
所
御
留

守
居
罷
出
候
庭
､
石
山
左
兵
衛
督
殿
を
以
'
殿
様
奥
州
触
頭
被
為
豪
仰
候
旨
申
莱

候
､
以
上
､

十
二
月
四
日

史
料
24

(明
治
二
年
'
表
1
NO

1-6

)

御
告
之
覚

当
春
御
東
幸

二
付
'
天
下
之
侯
伯
'
四
月
中
旬
を
限
東
京
江
参
着
可
仕
旨
被
仰
出

候
付
'
殿
様

こ
も
可
被
遊
御
登
之
処
'
松
前
御
鎮
定
迄
御
猶
予
被
為
豪
仰
候
､
然

庭
此
度
同
所
御
恢
復
に
付
'
来
月
十
日
可
被
遊
御
発
駕
旨
被
仰
出
候
､
以
上
'

五
月
甘
九
日

史
料
25

(明
治
二
年
､
表
1
3
.1-1
)

御
告
之
覚

殿
様
去
月
七
日
'
御
参
酌
御
伺
天
機
首
尾
好
被
仰
上
候
'
以
上
'

八
月
四
日

史
料
26

(明
治
二
年
へ
表
I

NO
1-2
)

御
告
之
覚

去
ル
二
日
'
殿
様
依
御
用
召
御
参
朝
之
庭
､
被
為
拝
龍
顔
､
天
盃
御
頂
戴
'
御
棉

藩
之
御
暇
被
為
豪
仰
候
旨
申
来
候
､
以
上
､

八
月
十
五
日

史
料
27

(大
正
八
年
四
月
五
日
､
表
1
3
2-7
)

御
告

今
暁

一
時
､
伯
爵
英
唐
様
蓋
去
被
遊
候
由
之
電
報
'
弘
前
表

へ
到
着
仕
候
旨
､
只

今
報
知
有
之
候
修
'
御
告
中
上
候
'

史
料
28

(『国
日
記
』
延
宝
八
年

一
一
月
四
日
)

二

日
今
以
後
､
毎
月
五
日
､
為
御
名
代
長
勝
寺
江
御
手
廻
組
頭
之
中

一
人
宛
参

詣
可
仕
旨
被
仰
出
之
､

一
､
毎
月
十
四
日
'
為
御
名
代
御
馬
廻
組
頭
之
中

一
人
宛
参
詣
可
仕
由
被
仰
出
之
､

史
料

29
(『国
日
記
』
正
徳
二
年
五
月
三
日
)

二

屋
形
様
'
先
月
十
九
日
御
朱
印
被
遊
御
頂
戴
候
'
為
御
祝
儀
､
今
日
四
時
御

家
中
御
目
見
以
上
登
城
'
屋
形
様

･
若
殿
様
御
祝
儀
中
上
､
御
広
間
上
之
間
寄

付
共
二
御
帳
四
帳
出
之
､
早
而
於
其
間
々
謁
御
家
老
中
二
何
茂
退
出
'

二

今
朝
百
沢
江
善
左
衛
門
罷
越
､
右
御
朱
印
被
遊
御
頂
戴
候
段
'
御
告
申
来
之
､

申
上
之
'

18



史
料
30

(『国
日
記
』
宝
暦
五
年
七
月
七
日
)

T
t
明
八
日
於
高
岡
御
告
御
用
有
之
候
間
'
早
朝
被
相
越
'
別
紙
之
連
衡
勤
可
有

之
旨
'
森
岡
金
吾
江
切
封
之
切
紙
遣
之
'

御
告
之
覚

今
度
御
拝
殿
御
造
営
出
来

二
付
'
御
告
被
仰
付
之
候
'
以
上
'

七
月
八
日

二

明
八
日
於
高
岡
御
告
御
用
有
之
候
間
'
別
紙
之
通
可
被
相
勤
旨
'
後
藤
理
右

衛
門
江
以
書
状
中
道
之
'
尤
此
節
同
人
儀
'
高
岡

二
罷
有
候
付
'
以
遠
使
中
追

之
'

御
告
之
覚

従
先
年
御
神
領
金
御
拝
借
之
虞
'
今
度
御
拝
殿
御
造
営

二
付
'
右
御
拝
借
御

神
領
金
不
残
御
返
納
被
為
済
候
'
以
上
'

七
月
八
日

史
料
31

(『国
日
記
』
天
明
六
年
三
月
二

一
日
)

一
､
此
度
御
婚
礼
被
遊
御
整
候

二
付
'
今
朝
長
勝
寺
御
名
代
主
人
相
勤
候
'

一
'
右

二
付
高
岡
江
之
御
名
代
'
監
物
今
日
相
勤
候
'

史
料
32
-
①

(『国
日
記
』
寛
政
元
年
四
月

1
六
日
)

一
㌧
今
日
大
目
付
触
左
之
通

覚

屋
形
様
御
道
中
倍
御
機
嫌
克
'
去
ル
四
日
被
遊
御
着
府
候
旨
申
来
候

二
付
､

右
為
御
祝
儀
'
明
十
七
日
四
時
巳
前
'
番
頭
以
上
登
城
御
帳
記
候
様
被
価

付
候
'
此
旨
被
申
触
候
'
巳
上
'

四
月
十
六
日

大
目
付
中

一
'
右

二
付
'
寄
合
江
申
遣
候
者
'
明
十
七
日
高
岡
御
告
御
用
有
之
'
後
藤
理
右

衛
門
罷
越
候
間
'
諸
事
差
支
無
之
様
へ
在
勤
寄
合
江
可
被
申
通
旨
'
通
用
番
江

中
道
之
'

史
料
32
-
②

(『国
日
記
』
寛
政
元
年
四
月

l
七
日
)

一
'
右

二
付
高
岡
御
告
左
之
通
､

御
告
之
覚

屋
形
様
御
道
中
益
御
機
嫌
能
'
去
ル
四
日
被
遊
御
着
府
候
'
以
上
､

四
月
十
七
日

但
'
右
御
告
書
付
'
前
日
後
藤
理
右
衛
門
江
手
紙
を
以
中
道
之
'

史
料
33

(『国
日
記
』
寛
政
元
年
五
月

一
六
日
)

二

屋
形
様
去
月
甘

一
日
'
御
参
勤
之
御
礼
被
仰
上
候
旨
申
来
'
右
為
御
祝
儀
'

月
並
以
上
之
面
々
登
城
御
帳
記
致
退
出
候
'

一
'
右

二
付
高
岡
御
告
左
之
通
'

御
告
之
覚

屋
形
様
去
月
甘

一
日
'
御
参
勤
之
御
礼
被
仰
上
之
候
'
以
上
'

五
月
十
六
日

史
料
3

(『国
日
記
』
享
和
二
年

l
〇
月

1
五
日
)

二

去
月
甘
三
日
'
於
江
戸
表
大
川
端
御
抱
屋
敷
此
度
御
願
之
通
-
御
拝
領
地
被

為
蒙
仰
候

二
付
'
為
御
祝
儀
御
家
中
御
目
見
以
上
之
面
々
登
城
'
於
其
席
々
申

上
之
'

二

右

二
付
於
御
次
御
家
老
御
用
人
恐
悦
申
上
之
'

二

今
日
長
勝
寺
江
御
告
御
用
'
渡
部
将
監
相
勤
申
候
'

1 9



一
､
於
高
岡
御
告
御
用
､
山
田
剛
太
郎
相
勤
申
候
'

史
料
35

(『国
日
記
』
文
化
二
年
五
月
二
六
日
)

一
､
(屋
形
様
七
万
石
高
直
之
義
二
付

(筆
者
注
'
以
下
同
)
)
監
物
高
岡
江
御
告

御
用
こ
而
罷
越
'
今
日
出
仕
無
之
､

二

今
朝
於
両
御
寺
､
御
告
御
用
主
水
勤
之
､

史
料
36

(『国
日
記
』
文
化
三
年
七
月
二
五
日
)

二

今
朝
へ
於
長
勝
寺
御
名
代
御
告
'
監
物
勤
之
､
則
左
之
通
､

当
十
二
月
五
日
'
弐
百
年
就
御
忌
'
御
霊
前
江
高
百
石
永
々
被
遊
御
献
価

候
'

一
､
於
革
秀
寺
頼
母
勤
之
､
則
左
之
通
'

当
十
二
月
五
日
'
弐
百
年
就
御
忌
'
御
霊
前
江
俵
子
五
拾
俵
永
被
遊
御
献

備
候
'

史
料
37

(『国
日
記
』
文
化
四
年
五
月

一
〇
日
)

一
'
於
芙
蓉
之
間
頼
母
申
渡
之
覚

高
倉
六
郎
次
郎

今
日
就
御
発
駕
'
御
自
分
儀
長
勝
寺
御
告
御
用
被
仰
付
､

一
㌧
於
鷺
之
間
頼
母
申
渡
之
覚

後
藤
理
右
衛
門

右
二
付
､
御
自
分
儀
高
岡
御
告
御
用
被
仰
付
之
､

史
料
38

(『国
日
記
』
文
化
四
年
六
月

一
六
日
)

二

屋
形
様
御
参
勤
之
御
礼
'
両
御
丸
江
御
使
者
を
以
御
献
上
物
首
尾
好
相
済
､

且
御
国
元
江
之
御
暇
御
願
之
通
被
仰
出
'
被
為
豪
上
意
被
遊
御
拝
領
候
'
為
御

祝
儀
月
並
以
上
登
城
､
於
其
席
々
御
帳
記
之
へ
謁
御
家
老
致
退
出
候
､

一
'
右
二
付
'
於
長
勝
寺
右
両
様
之
御
告
､
御
馬
廻
組
頭
高
倉
六
郎
次
郎
相
勤
候
､

於
高
岡
御
参
勤
之
御
礼
之
御
告
､
祭
司
後
藤
理
右
衛
門
勤
之
､
御
暇
被
仰
出
候

御
告
'
御
手
廻
組
頭
大
道
寺
字
左
衛
門
相
勤
'

史
料
39

(『国
日
記
』
文
化
五
年

1
月

1
0
日
)

二

右
二
付

(蝦
夷
地
御
用
拝
借
金
)
於
長
勝
寺
御
告
御
用
西
館
字
階
へ
於
高
岡

祭
司
役
後
藤
理
右
衛
門
被
仰
付
相
勤
之
'

史
料

40
(『国
日
記
』
文
化
五
年

一
一
月
二
日
)

一
'
寺
社
奉
行
申
出
候
'
長
勝
寺
こ
お
ゐ
て
御
告
御
用
之
節
へ
私
共
井
御
目
付
話

合
出
勤
戎
ハ
先
格
も
無
之
二
付
､
御
名
代
先
々
之
適
任
候
得
共
へ
其
後
御
目
付

よ
-
申
通
､
高
岡
御
告
御
用
振
合
二
両
相
勤
候
得
共
､
間
違
等
有
之
候
而
者
恐

入
候
こ
付
'
後
々
之
形
如
何
可
仕
哉
之
旨
何
申
出
之
､
左
こ
､

於
長
勝
寺
御
告
御
用
二
両
両
親
頭
相
勤
候
節
､
寺
社
奉
行

･
御
目
付
出
席

区
々
之
様
二
相
聞
得
候
間
､
以
来
同
寺
玄
関
式
台
江
罷
出
､
高
岡
同
様
両
辛

を
突
､
頭
を
下
ケ
罷
有
候
様
二
被
仰
付
候
'
(後
略
)

史
料
41
-
①

(『国
日
記
』
文
化
六
年
二
月
三
〇
日
)

一
'
貞
寿
院
様
被
遊
御
逝
去
候
二
付
'
長
勝
寺

エ
ロ同
岡

･
報
恩
寺
に
お
ゐ
て
御
告

之
儀
'
御
先
格
之
通
-
夫
々
可
被
仰
付
候
'

史
料
41
-
②

(『国
日
記
』
文
化
六
年
三
月
二
日
)

一
'
右
こ
付
､
於
長
勝
寺
御
告
御
用
清
江
伝
左
衛
門
'
於
高
岡
御
告
御
用
桜
庭
半

兵
衛
被
仰
付
相
勤
之
'

史
料
42

(『国
日
記
』
文
化
六
年
四
月

一
七
日
)

一
､
右
二
付

(黒
石

一
万
石
昇
格
)
於
津
梁
院
御
告
御
用
津
軽
直
記
被
仰
付
､
相

勤
申
候
､
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二

右
二
付
於
長
勝
寺

･
高
岡
御
告
之
儀
前
々
之
通
可
被
仰
付
候
'

史
料
43

(『国
日
記
』
文
化
七
年

一
一
日
)

一
'
(六
日
)
右

二
付

(参
勤
御
礼
)
於
津
梁
院
御
告
御
用
高
倉
六
郎
次
郎
被
仰

付
相
勤
申
候
､
於
其
御
地
御
告
之
儀
前
々
之
通
可
被
仰
付
候
､

l
'
(七
日
)
右

こ
付
於
長
勝
寺
御
告
御
用
清
江
伝
左
衛
門
､
於
高
岡
御
告
御
用

後
藤
理
右
衝
門
被
仰
付
'
相
勤
之
､

史
料
44

(『国
日
記
』
文
化

一
〇
年

二

月
三
〇
日
)

二

明
朔
日
､
於
長
陣
寺
高
倉
六
郎
次
郎
'
於
高
岡
斎
藤
小
左
衛
門
御
告
御
用
有

之
罷
越
候
間
'
諸
事
差
支
無
之
様
可
被
申
通
旨
寺
社
奉
行
江
中
道
之
､
高
岡
祭

司
井
同
所
在
番
御
使
番
江
も
中
道
之
へ

史
料
45

(『国
日
記
』
文
政
二
年

二

一月
三
日
)

一
､
此
度
於
西
丸
御
男
子
様
御
誕
生
被
為
在
'
御
名
嘉
千
代
様
と
被
進
､
御
簾
中

桟
御
養
御
弘
被
仰
出
'
諸
事
若
君
様
御
同
様
之
儀
二
付
'
御
告
之
儀
余
儀
申
付

候
所
'
若
君
様
御
誕
生
之
節
計
二
而
､
当
右
大
将
様
御
事
､
御
台
様
御
着
被
価

出
候
節
'
御
国
許
二
両
御
告
無
之
'
猶
又
右
以
前
も
同
様
無
之
旨
申
出
候
得
共
､

外
御
誕
生
様
御
養
と
違
､
則
若
君
様

二
被
為
成
候
事

二
付
'
何
れ
御
告
有
之
候

而
可
然
御
儀
に
付
､
猶
又
御
用
入
江
も
評
儀
申
付
候
所
'
是
亦
同
様
申
出
候
間
､

則
奉
伺
候
所
､
若
君
様
御
誕
生
之
節
之
通
'
右
横
之
儀
者
御
告
可
被
成
旨
被
仰

出
候
'
随
而
去
ル
十
八
日
於
津
梁
院
御
告
御
用
安
西
助
市
被
仰
付
'
相
勤
申
候
､

於
其
表
も
長
時
寺

･
高
岡
江
御
告
之
儀
可
被
仰
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表 1 高照神社 ｢御告書付｣一覧

No 年月 日 勤仕者 内 容 闇 蒜 備 考

1 享和元.10.3岳-町田 左 門 …数姫様御縁組(9/13) こCil: (祭司役代二.

2 文化4.5.24 岩崎 藤右衛門 ≡松前派兵人数之義 こ31:: ;祭司代 ｢日 ｣

3 4.6.15 後藤 理右衛町 屋形様御着府之義(5/31〕 笠 :祭司役

4 4.6.16 大道毒手左衛門 異国船来着之慎二付国元江御暇(6ノノ5) こ‡ 御手廻組頭

/) 5.10.1 後藤 理右衛門 屋形様御着府之義(9/13) :3: 祭司役 ｢日 ｣

6 6.1.3 渡 部 将 監 東西蝦夷地永々警固二付高直.＼文化5.12jT二 任.三 御家老 ｢日 ｣

7 6.1.20 棟万 作右衛門 御高直御礼之義(文化 5.12/28) j7-:;利手廻組頭 ｢日｣

8 7.3.23 津 軽 元太郎 御参府御時節伺 ≡ 萱 御馬廻組頭

9 7.6.4 西 館 宇 膳 共(友)姫様御縁組(5′/19) 辛 御手廻組頭

10 7.7.6 高倉 六郎次郎 j就御大祭随神門御取建 互 御手廻組頭

12 7.8.15 〟 屋形様平常虎革御鞍覆御尉得之義 + 祭司

13 8,3.1 〟 御鷹之贋披献之義(1/16〕 ′′二､.-_a. 祭司

14 8.4.3 高倉 六郎次郎 若殿株制縁組(3/19) 壬. 1'#手廻組頭 ｢日｣

15 ll.12.7 涼 田 常三郎 若殿様始而月並御出仕(ll/15) こiJl 1'#馬廻組頭 ｢Ej｣

16 12.1.21 後 藤 多 宮 御鷹之嘱被献之義(文化11.12) 3 : 祭司見習

17 12.1.23 後藤 理右衛門 若殿様年頭御祝儀御太刀献上(1/2) 3 ) 祭司役 ｢日｣

18 12.10.6 〔 〕左衛門 御参勤之御礼(9/14) 宣 御Jt;,廻組,Jij貞

19 13.3.23 杉 山 人五郎 御参府御時節何 ･+ 手札rlニ廻組朗 ｢日｣

20 13.4.21 後藤 理右衛門 .若殿様御発駕之義 二十 祭 J.; ｢日｣

21 13.5.26 後 藤 多 宮 若殿様御着府之義(5′′11) 二十 祭●.∴見習 ｢日｣

22 13.6.9 後藤 理右衛門 若殿様御参府御礼之義(5/15) ･3j 祭●.ニ ｢日｣

23 13.閏8,12 〟 屋形様御発駕之義 ･‡) 祭りI ｢日｣

24 13.10.16 添田 俵左衛門 若殿様前髪軌之義(9/27) E,御;rJ廻 ｢日｣

25 13.12.21 津 軽 文 蔵 御鷹之憶拝領之義(12/2) ･3J 律T]i_辛:,廻組頭

26 14.1.28 後藤 理右衛門 御鷹之層被献之義 GJ 祭司

27 14.4.18 // 満佐姫様御離縁之義 ･‡..祭司 ｢日｣

28 14.5.26 竹 内 源太夫 高岡本社御修復こ付上遷宮之義 ･も 御馬廻組頭

29 14.6.23 沢 与左衛門 津軽甲斐守名代二而下向､蝦夷地御剛6/∠1) 甘.甘 御馬廻艇l頭

30 14.7.10 添田 儀左衛門 若殿様登城御中陰中御機嫌伺(6/23) 辛 御馬廻組頭

32 15.4.3:津 軽 俊 吉 御参府御時節之義 ･3J 軋罵廻組頭 ｢日｣

34 元 .8.20 ′シ 屋形様御発駕之表 E3) 祭司 ｢日 ｣

35 元.9.23 笹 森 勘解由 屋形様御着府之義(9/10) . ③ 祭司代 ｢日｣

36 7t.10.1 杉 山 八五郎 御参勤之御礼之義(9/15) 宜 御馬廻組頭 ｢E]｣

37 2.1.7 竹 内 源大夫 御鷹之贋拝領之義(文政元.12/ll) 巨 を :御馬廻組頭 ｢日｣

38 2.1.28 後 藤 多 言 御鷹之膚被献之糞 ト互 祭司代

39 2.閏4.1 沢 与左衛門 若殿様名代二両下向､松前御国(4./181】 芝..二互.御馬廻組頭 ｢日｣

41 2.12.4 堀 五郎左衛門 御鷹之腐拝領之義(10/28) 与 .価馬廻組頭 ｢日｣

42 2.12.4 〟 於西之丸男子誕生之義(案千代) 'L､ 1'#馬廻組頭 ｢Ej｣
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＼o 年月 日 勤仕者 内 容 rノ｣容ー'Jih智亘 備 考

44 文政 3.4.10 斎藤 小左衛門 嘉千代様御逝去之義 r官 御馬廻組頭

45 3.6.15.杉 山 八五郎 御参府御時節伺之義 '③ 御馬廻組頭 ｢日｣

46 3.6.15 ′′ .良姫様御縁組之義(5/23) ･十 御馬廻組頭 ｢目｣

48 3.7.12.堀 五郎左衛門 !良姫様御婚調之御礼之義(6/21) 辛 御馬廻組頭 ｢日｣

52 3.9.12;津 軽 延 尉 堀三十郎様奥様(良姫)逝去之義 丁 ､ 御馬廻組頭 ｢日｣

54 7.6.15 屋形様神学皆伝之義 宣.】l

55 7.閏8.12 御鷹之雲雀被献之義 (8/15) :i ｢日｣

56 7.12.29 若殿様四品被仰付之義 (12′′16) + ｢日｣

57 8.4.20 若殿様御能見物御料理頂戴 (4′′2) . 宣 ｢日｣

58 8.4.23 屋形様御隠居､若殿様家督願(4/10) 十 ｢日｣

59 10.1.27 欽姫様御拝領物之義(文政 9.12.28) ーr旦/

60 10.閏 6.16 侍従様御差控御免之義 (閏6.6) + ｢日｣

61 10.7.9 柳原中屋敷差上､代地拝領(6/20) , .⑨

62 ll.3.1 上屋敷御焼失之義(2//20) ≡.⑨

64 ll.6.8 F本姫様御離縁之義 ..I;

65 天保 4.1.17 上野御普請御用被仰付之義(天保 3.12/27日 .耳 ｢日｣

66 4.6.lll 侍従様剃髪御改名願之義 ･J:_i: ｢日_｣

67 10.3.26 屋形横領知朱印頂戴之義(3/5) 仁il

68 10.8.7 侍従様柳島下屋敷江引移之義(7/6) ⑨ー

69 嘉永元.4.7 年号嘉永与改元之義(3/15) rJ

70 3.6.7 -町田 左 門 屋形様御着府之義(5/18) I:13) (祭司役代)

72 7.9.17 // 屋形様御着府之義(9′′3) 守 祭司役代

73 安改元.12.15l // 御鷹之履拝領之義(11′′19) ･互.祭司役代

74 元.12.31 // 年号安政与改元之義 ⑥ 祭司役代

75 元.12.31 津 軽 平八郎 若殿様四品被仰付之義(12/16) lCi;御手廻組頭

78 2.1.28 // 御鷹之雁被献之義(安改元.ll/19) .:_5=t 祭司役代

79 2.3.18 喜 多 村 監 物 屋形横領知判物頂戴之義(3/5) lTi) …御手廻組頭

80 2.3.28 -町田 左 門 若殿様名代ニ而下向､松前 .領分固(3/15)‡..33,;祭司役代

82 2.4.28 箱館表井西蝦夷地警衛之義 ! ‡ :

83 2.10.13 江戸表大地震二両諸屋敷倒損之糞(10..′′2) 辛 ｢目｣

84 2.ll.4 弓津軽本次郎名代ニ而下向､蝦夷地固 言:.=言,
85 3.9.8 -町田 左 門 江戸表大風雨二両諸屋敷破損之義(8/25) 宜, 祭司役代

86 4.3.24 // 屋形様病気快復､病後之御礼之義(2/25) 辛 祭司役代
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lTJo 年月日 t 勤仕.i 内 容 TjLJ雀fj!ナttL 備 考

88 安政 4.7.12 渡 辺 次太夫 寛五郎様し承昭澗 姫様(常)へ葦養子之義(6′.28) tlTJ. 御馬廻組頭

89 4.8.8 -町田 左 門 若殿横江御姫様御結幣祝儀之義(7/9) ･£ 祭司役代

90 4.8.8 // 屋形様以来殿様与可称之義 tE 祭司役代

91 4.9.21 〟 殿様不快ニ付滞府願之義 ･富 祭司役代 ｢日｣

92 4.ll_17 〟 I, (延引) ③ 祭司役代

93 4.12.1 桜庭 兵右衝門 若殿様公方横江御 目見之義 ㊨ 御.Qi.L廻組頭

94 4.12.24 足 立 失 柄 若殿様登城始而月次御礼之義(12/1) CL ー 御T:廻組頭 ｢日｣

95 4.12.24 〟 若殿様より御姫横江結納之義(12/3) ∫ 御子廻組頭 ｢El｣

96 5.1.6 桜庭 兵右衝門 若殿様御叙爵御官位士佐守之義(安政4.12/16〕 nli/. 御鵬廻組頭

97 l5.2.4i '/ 若殿棟年頭御礼太刀献上､盃等頂戴(1/2) i. 御代廻組頭

98 5.3.11ト 町田 左 門 御姫嘩以後若御前様与可称之義 Ji /. 祭司役代

99 5.5.21 // 殿様病気ニ付参勤御礼以使者献上物(4/28) 言..言 祭司役代 ｢日｣

100 5.7.24 J'/ 紀伊宰相様(家茂)御着君被仰出 +. 祭司役代

101嘉永 7.8.13 屋形様御発駕之美 ③

102安政 5.8.21 ---町田 左 門 公方様乗去之義 (8/8) (乞. 祭司役代

103 5,9.12 // 御内鐙棟 (順承側)死去之義(8/23) 汀. 祭司役代

105 5.12.9 // 若殿様lZl1品被仰付之表(ll/23) ∫ . 御手廻組頭 ｢日｣

106 5.12.15 上様将軍宣下､以来公方様(家茂) rL .

107 5.12.27 -町田 左 門 将軍宣下之義(12/1_) 辛 祭司

108 5.12.27 J'/ 若殿様凹品御礼登城之義(ll/28) ･‡, 祭司

109 6.2.23 渡 辺 治太夫 殿様大殿様与､若殿様殿様与可称之義 十 御手廻組頭 ｢日｣

110 6.2.23 〟 殿様隠居､若殿様家督,蝦夷地警固同前(2′′7) ･ri,:.:告 御手廻組頭

111 6.4.24j西 館 宇 階 御家督御礼登城之義(4/1) ･工, 御手廻組頭 ｢日｣

112 6.4.28 牧 野 左次郎 殿様参勤被仰山､縮緬等拝領 (4/13) ･̂且:.与 御馬廻組頭 ｢日 ｣

113 6.5.13 竹 内 彦太郎 殿様御着城 i 御馬廻組頭 ｢日｣

114 6ー12.28 酉蝦夷地内スッツ領より七夕ナイ領境迄拝領(9/19) a,

115万延元.4.1 年号万延与改元之禿(3/1) ･tt+

116 7t.4.1 殿様領知判物頂戴之義(3/6) 亘→

117 元 .6.ll 殿様実父細川越中守死去之義(5/27) 1‡. ｢日｣

118 元.9.15 後藤 理右衛門 殿様御発鴻之義 J3 IJ 祭司見習 ｢日｣

119 元.ll.1 -町田 左 門 殿様御着府(9月) ㊦ (祭司)

120 元.ll.4 ′■ 殿様御参勤御礼之義(10/15) @ (祭司) ｢日｣

121 元カ.ll.21 屋形様上野位牌所等普請御用済､時服拝領 ･3..:宮.

122 元.12.21 山 中 兵 部 大殿様和泉字､殿様越中守与改名 辛 御馬廻組頭

123 元.12.21 // 御席之層拝領之兼 ･3) 駒鳥廻組頚

124 2.1.3 西 館 手 際 蝦夷地.箱錨警衛ニ付殿様侍従(万延元.12/16) ･‡).:三.御手廻組頭 ｢日｣

125 2.1.28 -町田 左 門 殿様侍従昇進御礼登城(万延元,12/21) 辛 (祭和 ｢日｣

126 2.2.1 〟 御拝領御鷹之雁被献之尭(万延元.ll/28) ･3 ) (.祭司)

127 2.3.3 〟 参勤以来三月暇､九月中参府願之義 (2/12) ･3) (_祭司二l ｢日｣

128 2.3.21 // 年号文久与改元之義(2/28) JE, (_祭司) ｢日｣

129文久元.4.1 殿様参勤被仰出､縮緬等拝領御礼(3/15) 与.:言. ｢日｣

130 元.4.20 -町田 左 門 横川御屋敷北御長屋西之方焼失(4/9) i (ー祭司二l ｢日｣
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No 年月日 勤仕者 内 容 内一打'Jj-懲享 備 考

132 文久2.3,28 後藤 理右衛門 殿様参勤時節伺之義 + (祭司見習) ｢日 ｣

133 2.8.13 牧 野 左次郎 殿様麻疹御順症之義(8/7より) 十 御馬廻組頭 ｢日 ｣

134 2.8.20 足 立 失 柄 殿様麻疹御川則央之美(8/18) ∫ 御手廻組頭 ｢日｣

135 2.ll.3 佐藤源太左衛門 侍従様御逝去之轟く10/18) L B 御馬廻組頭 ｢日｣

136 3.1.26 津 軽 図 書 殿様夏中御在府願之義 !.3:. ｢日｣

137 3.7.ll 杉 山 人兵衛 殿様京都警衛被仰出之義 i ⑲ 御代廻組頭

138 3.8.18 後藤 理右衛門 l殿様御発駕之義 :すi-- 祭司見習 ｢日｣

139 3.9.27 I/ 浜町御屋敷類焼之美(9/5) i⑨ 燦 司見習) ｢日 ｣

140 3.ll.15 大道寺 債之進 殿様上京御免､箱錨 .領内努備専務(10/8)r2-I-..垂 御馬廻組頭 ｢日｣

141 4.3_27l後藤 理石南門 年号元治与改元之義(3/1) 互‥ 祭司見習 ｢E]｣

142元治元.5.18 // 殿様病後井御暇之御礼之義(4/25) 壬~.LTat(祭司見習) ｢日 ｣

143 元.5.26 // 殿様御者城之義 笠 ; (祭司見習) ｢日｣

144 元 .8.12 ク 京都騒擾ニ付御屋敷類焼之義(7/19) ⑨ (祭司見習) ｢日｣

145 元.8.18 ク 殿様御用ニ付急速御参府被仰出 ･⑪ (祭司見習) ｢目 ｣

146 元.8.18 ノシ 殿様浅草井本所御蔵御警衛之義 ･⑪ (祭司見習) ｢日｣

147 元 .9.21 ク 殿様御参僻前々之通 a (.祭司見習) ｢E]｣

148 元.10.3 // 殿様御発駕之義 ETJ (祭司見習) ｢日｣

149 元.ll.ll // 殿様御着府之兼(10/23) i (祭司見習) ｢日｣

150 元.12.5 -町田 左 門 柳島御屋敷長屋焼尖之義(10/】0) せ (祭司役〕

151 元.12.18 後藤 理右衛門 殿様京都警衛被仰付之義 ㊨ , (祭司見習) ｢日｣

152 元.12.27 // 殿様上京ニ付浅草 .本所警衛御免之義 し_uJ:.'ll (祭司見習)

153 2.2.17 清江 伝左衛門 殿様御着京之鼓(1/9) 匂. 御馬廻組頭

154 2.2.17 // 殿様着京御礼参内､天盃頂戴(1/21) ･Tg- 御馬廻組頭

155 2.2.21 津 軽 平八郎 大殿梯御逝去之義(2/8) Ji /. 御手廻組頭

156 2.2.21 ノン 大殿様不快ニ付､殿様帰府願之義(2/4) 亘 日御手廻組頭)

157 2.5.12 -町田 左 門 年号慶応与改元(4/18) ⑥ l祭司役

158 2.5.1 後藤源大石街門 殿様参内､天盃頂戴(4/8) ⑲ ;御馬廻組頭

159慶応元.5.21 -町田 左 門 殿様京都警衛済､御帰府之義(5/6) ぎ⑲ !(祭司役)

160 元.閏5.15 後藤 理右衛門 殿様､御進発留守中警衛之義(5/13) .令 ≡傑 司見習)

161 元.閏5.15 ′′ 殿様少将御礼登城(5/14) :ri; 日祭司見,g)

162 元 .8.15 〟 殿様実名承昭与御改名之義(7/25) ぎ3:= 祭司見習

163 2.9.14 斎 藤 幸 吉 公方様寛去､一橋中納言梯相続(8/20) 辛 祭司役代

164 元.9.28 後藤 理右衛門 殿様御留守御警衛之義(8/26) S: 祭司見習

165 3.1.27 斎 藤 草 書 主上崩御之轟く慶応 2.12.29) ⑥ (:祭司役代) ｢日｣

166 3.3.6 後藤 理右衛門 穀様御着城之義 守 f_祭司見習) ｢日 ｣

167 3.ll.15 // 上様､公方様与可称之義(9/21より) 十 祭司

168 4.2.1 ケ 伏見辺大戦争ニ付出府被仰出(1/3) ii72) (ー祭司)

169 4.4.5 〟 軍法改革之上惣兵銃隊被仰付之義 弓 雷 , (祭司)

170-1 4.4.5 // 大号令披発､各国カ相応人数上京之義 辛 (祭司)

17O-2 4.4.5 ′. 徳川慶喜追討軍進発之義 ⑲ (祭司)

171 4.7.7 弁事御役所より呼出ニ付参朝之羨(6/24) ⑫

172 4.7,20 後藤 理右衛門 庄内御征討出兵之義 一里. (祭司ン

173 4.8.16 // 南部家発砲ニ付征討被仰出(8/10) ･B. (祭司.ン
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＼o 年 月 日 ; 勤仕者 内 容 内'f'+分封L 備 考

175慶応 4,10.7 醍醐殿､久保田江御転陣之義(10/5) ･⑫

176 4.10.20 後藤 理右衛門 殿様森岡駅より引返､御帰城 ⑲ (祭司)

177 4.10.20 〟 奥羽賊徒降伏二付､国元江凱陣之義 ⑫ (祭司)

178 4.ll.22 // 年号明治与改元之義(9月) ㊨ (祭司〕

179明治元.ll.24 高倉 六郎次郎 】御即位御祝儀之義(9/1) 亙:.I_13 (御手廻組頭)

180 丁亡.12.4 後藤 理右街門 座 様奥州触頭被仰付之義(ll/5) ･事 祭司

181 元.12.29 // 朝廷之政体二基キ人民撫育之事 ･⑲ 祭司

182 2.2.21 // 東京本所二ツ目屋敷等下賜之義 ･音さ 祭司

183 2.2.27 // 南部旧領民政取締御免之義(2/9) ･毎 祭司

184 2.4.6 // 松前屯集賊徒追討軍派遣(4/5) L9 祭司

185 2.5.23 // 箱結賊徒降伏二付殿様青森より帰城 辛 祭司

186 2.5.29 ケ 松前鎮定ニ付東京江参着可仕之義 ･_13..-ul祭司

lR丁-1 2.6.14 ケ 藩治職制改革之義 ･竃:座 司

191 2.8.4 〟 殿様参朝天機伺(7/7) ⑳ j祭司

192 2.8.15 ′′ 殿様天盃頂戴､帰藩之暇被仰出(8/2) 二3.13祭司

193 2.8.15 〟 殿様参朝､御誓約之義(7/17) l亘 祭司

194 2.8.24 〟 殿様､近衛様御姫様縁組(8/4) :b =祭司

195 2.9.3 〟 殿様御着城之義 ③ 座 司

196 2.10.1 沢 与左衡門 弁官より公用人御呼出之義(9/14) !⑩ :(御手廻組頭)

197 2.10.20 後藤 理右衛門 信君様､京都より御着城 二十 祭司

198 2.10.20 // 後志国島牧郡之内須築支配被仰付糞 辛 !祭司

199 2.ll.2 佐藤源大左衡門 殿様御婚礼之義(ll/1) 辛 (御馬廻組頭)

200 2.ll.4 後藤 理右衛門 信君様､御前様与可称之義 辛 祭司

201 2.12.8 // 貴様､以来貴姫様与可称之義 辛 祭司

202 2.12,10 // 貴姫様､御逝去之義(12/8) 辛 祭司

203 3.5.27 // 御城之義､以来藩庁与可称之義 事 祭司

204 3.5.27 // 四位様､御前様三之九御屋敷江移住(5/26) + 祭司

205 3.7.16 ノケ 後志国嶋牧郡之内シャメクシナイ迄増支配 事 ･こ祭司〕

206 3.閏10.5 〟 後志国嶋牧郡之内シカルウスヨリ東方増支配 事 高岡掛

207 4.4.28 // 四位様御発駕之義 含 高岡掛

208 4.6.7 斎 藤 富太郎 四位様御着府之義(3/15) 守 高懸代

209-1 4.7.27 // 弘前藩知事免官之義(7月､209-2の別紙) 串 高懸代

209-2 4.7.27 〟 四位様参朝､別紙申渡(7/14) 333: 高懸代

209-3 4.7.27 〟 廃藩置県之義(7/14､209-2の別紙) ⑬ 高懸代

210 4.9.3 // 御前様御発駕之義 3) 高岡懸代

211 4.10.23 // 御前様御着府之義(9/25) ‡ 】 高岡懸代

212 4.ll.10 // 春 日神社合社之義 1J 高筒懸代

213 LI.ll 〟 四位様横川御家邸江引移之義 宣, (高岡掛代)

214 L1.ll // 御家邸､本町弐丁目江引移之義(10/23) 官; 高岡腰代

215 5.ll.20 後 藤 奇 知 御女子様御誕生之義(10/6) ･十 ･:二相官)
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No 年月日 l 勤仕者 内 容 IJ.J'*-'J>-flt 備 考

216明治 6.8.15 神 束太郎 近衛新正二位様御逝去 (7/15) 千

217 8.ll.14 大道寺 繁 禎 御男子様御出生之義 (11ノ3) (⊥

218 9._12.29 孝 吾 昭徳様御逝去之尭 (12/18) 宣

219 10.6.28 // 近衛英麿横側養子願之義 (5/31) 7-:

220 10.ll 後 藤 杏 知 為信合肥之義 寸 弼官

221 10. 12.1 7 // 従四位株､正四位ニ軟く12/3) :i (洞官)

222 ll.7.2 孝 吾 iE四位様蒋香之問詰被仰出(6/20) 千

223 lLl0.1 〟 英麿様梯川御殿江被入(9/7) .TJ

224 17.7.20 後 藤 孝 吾 正酬 立様伯爵 卜ナル(7/7) 二Lli/
225 18.4.19 津 軽 尚 志 正四位様三等勲章御拝授 (4/2) l二llj
226 18.7.8 伊 藤 茂三郎 正四位横側帰京之売 :笠 御廊所御桐取扱 人

227 19.10.23 津 軽 平八郎 正四位様被叙従三位之義 (10/16) 笠

228 22.2_9 伊 藤 茂三郎 楢麿梯御分家男爵ニ被叙 (1/29) JiJ (.制動所御用取扱人)

229 25.3.ll【 〟 英麿様従五位ニ被叙 (2/29) 千 (御廟所御用取扱人)

230 25.7,9 // 従三位様､正三位ニ被叙 (7/5) ･‡; (御願所御用取扱人)

231 31.6.23 // 正三位様､従二位ニ被叙 (6/20) ･1J (御廟所御用取扱人)

232 32.7.5 +/ 英密様､正五位ニ被叙 (6/30) 千 (御廟所御輔取扱人)

233 37.ll.19 細川行雅樵､楢麿棟ノ相続人ト被成(Iレls) ･Ti)

234 40..1.25 英麿様､御婚礼之禿(4/12) ･TiJ

235大正 5.7.24 黒 石 三 郎 従一位様農去之義(7/19) ‡ 高照神社社輩

236 5.8.21 正四位様､御襲爵之義 (8/10) ･1J

237 8.4.5 伯爵英麿様慶去之売(4/5) ･11/.

238 (8月 3日) 屋形様御着城之養 せ

239 (文化6.i.28) 屋形様侍従昇進御礼登城 (文化5.12/22) Jij
240 (2月 9日) 欽姫横江公方様等 より歳暮拝領 (12/23) qi,

241 (5月26日) 屋形様帰国ニ付､公方棟等より縮緬等拝領.こ3/13) !言J.言;

242 (丑 3月晦 日) 若殿様前髪執之義 ‡:

243 は久禿.12.ll)-町田 左 門 大殿様､梯川中屋敷江御移 (ll/6) -% 昌祭司) ｢日｣

244 (7月 5日) 松前表井領分海岸警備二付参府延引 三,.苫二

245 (10月12日) 屋形棟御参府御礼之義(9/15) 昔

246 (9月15日) 御席之雲雀被献之発(8/3) 言,:

247 (9月20日) 御鷹之雲雀御拝領之蓑(8/2) 了:

248 (2月11日) 欽姫横江公方様等 より歳暮拝領 (12/27) ′=■.I･.立ノ

249 (申4月朔 日) 殿様参勤時節伺之義 含

250 (12月26日) 満佐姫様､板倉阿波守江縁組 (ll/16) ll,
251 (11月23日) 若殿様大隅守与称 (ll/7) 1.1J

252 (寅3月23日) 屋形株御参府被仰山之義 :.笠

注 1)Noは F高照神社所蔵品 目録jの整理番号 と一致する0

2)年 月日は ｢御告御用｣実施 日､内容中 ( )の月日は御告 内容の実際の月日=

3)内容分類の番号は､本文中の細分類番号 と-敢するC

4)備考の職名は勤仕者の役職｡｢日｣は rLZjEl記jにも記載のあるもの(
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表2 ｢御告書付｣の内容と御用回数

大分類 細 分 類番 号 項 目 御用回数(%)

⑭ 天皇家拝領品､献上品､天機伺 4

千 将軍家の吉凶禍福 8

巡 検 使 _一一一一一一一一一一一一~ 0 0(0%)

高照神社 ④ 高照神社関係 4 ⊇ 4(1%)

藩 主 家 ① 藩主家の吉凶禍福 87 il十 49(54%)･'3) 参勤交代 62

⑧ 江戸 .京都屋敷 16

･⑨ 普請 2

⑲ 京都警衛 8

⑪ 江戸警衛 5

⑫ 戊辰戦争 15

注 1)大分類は史料 2による｡

2) 内 容 兼 帯 は 複 数 カ ウ ン ト

表3 ｢御告御用｣の回数と年代 (享和～大正)

年 号(期間 .午) 高照神社｢御吉書付｣ FEr日記』御吉関係記事回 数 回/午 回 数 回/午

享和 (3) 1 0.3 1 0.3

文化 (14) 32 2.3 74 5.3

文政 (12) 32 2.7 112 9.3

天保 (14) 4 0.3 108 7.7

弘化 (4) 0 0 19 4.8

嘉永(6) 5 0.8 24 4

安政 (6) 41 6.8 32 5.3

万延(1) 14 14 14 14

文久 (3) 14 4.7 27 9

元治 (1) 17 17 14 14

慶応 (3) 21 7 3 1

年不詳(江戸) 14

明治 (44) 59 1.3

大正 (14) 3 0.2

小計 2(58) 62 1.1

注)御告先 が複数

の場合は 1回と

してカウン ト｡
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表4 高照神社 ｢御告御用｣勤仕者

職 名 回 数(%)

祭司 .祭司代等 132(69%)

御 手 廻 組 頭 20(10%)

御 馬 廻 組 頭 38(20%)

家 老 1(1%)

注)職名不明者 は除 くO



表 5 『国日記』に見える勤仕者(享和 2年～文政2年)

職名 ＼､＼ 寺 社 寺 寺 院

注)職名不明者は除 く｡

表6 『国日記』に見える御告先(正徳2年-文政2年)

年 号 御用回数 . 御告先ごとの回数内訳

宝暦 5年 2 2 j

3年 ぎ 1 1 :

4年 ; 9 6 3

9年 3 2 1事r

12年 9 弓 8 ≡ 1

注 1)高は高照神社､長は長陽寺､報は報恩寺､革は革秀寺､津は津梁院｡

2)文化15年は文政元年に含む｡
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